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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）と締結

した討議議事録（R/D）に基づき、2015 年 12 月から 3 年 9 カ月間の予定で、技術協力プロジェク

ト「コメ普及支援プロジェクト」を実施しています。 

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

もに、今後の取り組みの整理及び次期プロジェクトの内容の検討と、評価 5 項目の観点からの評

価を実施し、プロジェクト実施関係者と協議を行うための終了時評価調査団・詳細計画策定調査

団を 2019 年 4 月 8 日から 5 月 18 日にかけて派遣しました。 

本報告書は、終了時評価に関する調査結果を取りまとめたものであり、プロジェクトに係る今

後の協力の方向性の検討にあたり広く関係者に活用され、ひいては日本・ザンビア国側双方の一

層の協力関係の推進に寄与することを願うものです。 

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

層のご支援をお願いする次第です。 

 

令和元年 6 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 宍戸 健一 
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終了時評価調査結果要約表（和文・英文） 

 

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

１－１ 終了時評価調査の背景ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－２ 終了時評価調査の目的ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－３ 終了時評価調査団 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－４ 終了時評価調査日程 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－５ 主要面談者 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2 

１－６ 終了時評価調査の方法ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

 

第２章 プロジェクト概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

２－１ プロジェクトの背景 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

２－２ プロジェクトの概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

２－３ 本プロジェクトにおける稲作研究と稲作普及の流れについて ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

 

第３章 プロジェクトの実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8 

３－１ 投入実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8 

３－２ プロジェクト活動の進捗状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 10 

３－３ 成果（アウトプット）の達成状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 23 

３－４ プロジェクト目標の達成見込み ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 32 

 

第４章 評価結果 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 35 

４－１ 妥当性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 35 

４－２ 有効性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 36 

４－３ 効率性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 36 

４－４ インパクト ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 38 

４－５ 持続性 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 40 

４－６ 結論 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 41 

 

第５章 提言及び教訓 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 43 

５－１ 提言 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 43 

５－１－１ プロジェクトチーム（ザンビア側 C/P と JICA 専門家）がプロジェクトの残り

期間（2019 年 9 月 30 日まで）に行うべき事項に係る提言 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 43 



５－１－２ 農業省に対する提言 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 44 
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プロジェクトサイト位置図 
 

 

 

備考：赤線で囲んであり、数値が入っている郡が、農家に対する稲作普及の対象地区となった。

数値の意味は、以下のとおり。 

 

①：2016/17 作期の稲作技術普及活動対象として選定された郡 

②：2016/17 作期及び 2017/18 作期の稲作技術普及活動対象として選定された郡 

③：2016/17 作期から 2018/19 作期まで稲作技術普及活動対象として選定された郡 
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Mt. Makulu 試験場内 稲試験圃場  Mt. Makulu 試験場のカウンターパート 

 

 

 

Mansa 試験場の稲試験圃場  Mansa 試験場のスクリーンハウス 

（品種特性把握試験） 



 

 

 

ルアプラ州 Mwense 郡のデモ圃場 

（NERICA4 品種） 

 ルアプラ州 Mwense 郡での農家圃場試験

（SUPA-MG 品種） 

 

 

 

ルアプラ州 Mansa 市内の精米所  ルアプラ州 Mansa 市内の市場のコメ販売人 

 

 

 

西部州 Mongu 近郊の氾濫原における稲作  東部州 Petauke 郡での農家インタビュー 



 

 

 

NERICA 4 の収穫（東部州 Nyimba 郡）  JOCV 隊員が正条植えを指導した稲作圃場 

 

 

 

手作業で脱穀（ルアプラ州 Samfya 郡） 
 

リード農家及びキャンプ普及員への 

インタビュー 

 



 

略 語 表 
 
略 語 正式名称 日本語 

AfDB African Development Bank アフリカ開発銀行 

APPSA Agricultural Productivity Programme for 

Southern Africa 

南部アフリカ農業生産性プログラム 

ARO Agricultural Research Officer 農業研究官 

BEO Block Extension Officer ブロック普及員 

CARD Coalition of African Rice Development アフリカ稲作振興のための共同体 

CAADP Comprehensive Africa Agricultural Development 

Programme 

包括的アフリカ農業開発プログラム 

CEO Camp Extension Officer キャンプ普及員 

CHO Crop Husbandry Officer  作物普及員 

CIA Crop Improvement and Agronomy 作物改良農学担当 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

DACO District Agricultural Coordinator 郡農業調整官 

DoA Department of Agriculture 農業局 

FISP Farm Input Subsidy Programme 農業投入財補助プログラム 

FoDiS-R Food Crop Diversification Support Project 

Focusing on Rice Production 

コメを中心とした作物多様化推進プ

ロジェクト 

FTC Farmers Training Centre 農民研修センター 

FSSS Farming Systems and Social Sciences 営農システム・社会科学 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 

GIS Geographic Information System 地理情報システム 

GRZ Government of the Republic Zambia ザンビア共和国政府 

HQ Headquarters 本部 

IFAD International Fund for Agricultural Development 国際農業開発基金 

MoA Ministry of Agriculture 農業省 

MT Master Trainer  マスタートレーナー 

NAIP National Agriculture Investment Plan 国家農業投資計画 

NaCRRI National Crops Resources Research Institute (in 

Uganda) 

国立作物資源研究所（ウガンダ国） 

NRDS National Rice Development Strategy 国家稲作開発戦略 

PACO Provincial Agricultural Coordinator 州農業調整官 

PAO Provincial Agricultural Officer 州農業官 

PARO Principal Agricultural Research Officer 上級農業研究官 

PCV Peace Corps Volunteers 米国平和部隊（ピースコー） 

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

クス 

PO Plan of Operations 活動計画 

R/D Record of Discussions 討議議事録 



 

略 語 正式名称 日本語 

R&D Research and Development 研究開発 

RS Research Station 研究所 

S3P Smallholder Productivity Promotion Programme 小規模農家生産振興プログラム 

SAO Senior Agriculture Officer シニア農業官 

SARO Senior Agricultural Research Officer シニア農業研究官 

SNRDS Second National Rice Development Strategy 第 2 次国家稲作開発戦略 

TOT Training of Trainers 講師研修 

TRA Technical Research Assistant 技術研究アシスタント 

ZARI Zambia Agriculture Research Institute ザンビア農業研究所 

ZCARD Zambia Consortium for Accelerated Rice 

Development 

ザンビア国アフリカ稲作振興のため

の共同体 

ZMW Zambian Kwacha ザンビア・クワチャ 

 

【通貨交換レート】 

1 US ドル = 12.06 ザンビア・クワチャ（ZMW）（2019 年 4 月時点） 

1US ドル= 110 円（2019 年 4 月時点） 
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終了時評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ザンビア共和国 案件名：コメ普及支援プロジェクト 

分野：農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：約 4 億 5,000 万円 

協力期間 2015 年 12 月 23 日～

2019 年 9 月 30 日 

（約 3 年 9 カ月間） 

先方実施機関：農業省の農業局及びザンビア農業研究所

（ZARI） 

日本側協力機関：--- 

他の関連協力：--- 

１－１ 協力の背景と概要 

ザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）では人口の 60.5％が国家貧困ライン以下で生

活しており、その層の 77.9％が農村部に居住している。ザンビア政府の改訂第 6 次国家開発計

画（2013-2016）では、持続的経済成長と貧困削減において、農業分野が優先視されている。2013

年に農業省は、「包括的アフリカ農業開発プログラム（Comprehensive Africa Agricultural 

Development Programme：CAADP）2014-2018」の下、国家農業投資計画（National Agriculture 

Investment Plan：NAIP）を立ち上げた。NAIP の重点事項には、作物生産の持続性向上とメイズ

以外の作物の付加価値化が掲げられている。このなかで、コメは、伝統的に消費されているこ

と及び国内生産を超える高い需要があることから、有望作物の 1 つと見なされている。上記の

計画やプログラムに沿って作成された「第 2 次国家稲作開発戦略（Second National Rice 

Development Strategy：SNRDS）2016-2020」では、稲品種の遺伝的純粋性の劣化、低い栽培技

術といった課題が特定され、それを改善するためには、農家が高品質な稲種子や稲品種を手に

入れやすくすること、持続的な作物栽培管理技術の開発・導入、技術普及強化を戦略的に行う

計画を示した。 

コメ生産ニーズが高まるにともない、ザンビア政府は、JICA とともに、「コメを中心とした

作物多様化推進プロジェクト（Food Crop Diversification Support Project Focusing on Rice 

Production：FoDiS-R）」を 2012～2015 年にかけて実施した。FoDiS-R プロジェクトでは、稲作

拡大ポテンシャルを確認するとともに、拡大における課題とコメの品質と生産量を向上させる

ための可能な解決策を特定した。そして、ザンビア政府は、研究能力向上及び農業普及システ

ム強化を通じたコメ生産増加に向けた新規技術協力プロジェクトを日本政府に要請した。日本

政府は要請プロジェクト「コメ普及プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）を承認

し、2015 年 12 月からプロジェクトが開始された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

プロジェクトにより構築された稲作普及システムを用いて対象州における稲作技術普

及が促進される。 

 

（2）プロジェクト目標 

対象地域において稲作普及システムが構築される。 
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（3）アウトプット 

1） 稲研究実施能力が強化される。 

2） 普及活動実施能力が強化される。 

3） 稲作のための適切な普及パッケージが開発される。 

4） NRDS1の調整を通じて、コメのステークホルダー間の協働が強化される。 

（4）投入（評価時点） 

1） 日本側 

①専門家派遣：長期専門家延べ 6 名及び短期専門家 3 名、②研修員受入：長期研修 1

名（本邦の大学の修士課程）、その他の本邦研修計 13 名（更に 1 名本邦研修参加予定）、

第三国研修延べ 44 名（ウガンダとフィリピン）（更に 2 名参加予定）、③機材供与：総

額約 2,100 万円、④ローカルコスト負担：約 1 億 600 万円 

2） ザンビア側 

①カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）配置：48 名（終了時評価時）、②ロ

ーカルコスト負担：約 200 万円、③JICA 専門家執務室、試験圃場・ラボ施設等提供 

２．評価調査団の概要 

日本側 

評価者 

担当分野 氏 名 所 属 

総括/団長 野口 伸一 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ 

第五チーム 課長 

協力企画 1 稲田 勇次 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ 

第五チーム 専門嘱託 

協力企画 2 福本 由莉 JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ 

第五チーム ジュニア専門員 

コメ振興 安藤 孝政 株式会社 VSOC 事業部技師長 

評価分析 道順 勲 中央開発株式会社 海外事業部 

ザンビア

側 

評価者 

メンバー Mr. Andrew Songiso 農業省農業局技術サービス部  

上級灌漑専門官 

メンバー Mr. Alex Kabwe 農業省農業局技術サービス部  

上級灌漑専門官 

調査期間 2019 年 4 月 8 日～5 月 18 日 評価種類：終了時評価 

３ 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1：稲研究実施能力が強化される。 

実 績：ZARI の Mansa 試験場及び Mt. Makulu 試験場において稲関連研究施設が整備された。

31 品種の特性が調査され、稲品種の特性に関するカタログが作成される予定である。

NERICA4 と SUPA-MG 品種の栽培に適した環境条件（ダンボ2環境あるいは湛水及び標高）

が特定される見通しである。ZARI 研究者の稲研究能力強化については、海外での研修を通

じて 14 名の研究者に稲作関連の知識・技術の強化が行われ、今後プロジェクト期間中に更

 
1 National Rice Development Strategy：国家稲作開発戦略 
2 ダンボは、季節性あるいは永続性のある湿地草地渓谷、窪地、傾斜地の水漏出地。 
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に 2 名が海外での研修を受講する予定である。稲研究については、ZARI の試験場内試験及

び農家圃場試験として 20 種類以上の研究が実施された。コメ生産ポテンシャルペーパーは、

これまで実施した稲研究や普及活動の成果を勘案しつつ、2019 年 7 月末までに更新される予

定である。したがって、成果 1 の目的は、プロジェクト期間中に十分に達成されるといえる。 

 

成果 2：普及活動実施能力が強化される。 

実 績：プロジェクト対象の 8 州（東部州、ルアプラ州、ムチンガ州、北部州、北西部州、西

部州、カッパーベルト州、ルサカ州）において、延べ 577 名の普及関連の農業省職員（キャ

ンプ普及員、ブロック普及員、郡農業事務所職員など）が稲作技術普及に関する研修を受講

した。デモ圃場で農家に対し稲作技術普及活動を担当した普及員の 91.9％が報告書を提出し

た。プロジェクト対象 8 州で、延べ 4,788 名の農家が、デモ圃場での稲作研修に参加した（3

作期の延べ人数）。リード農家及び参加農家に対する稲作研修用に設置されたデモ圃場は、

延べ 334 カ所である。聞き取り調査結果によると、リード農家の 91.5％が普及員による助言

に満足している。延べ 38 名のマスタートレーナーが育成され、普及員向けの稲作研修を実

施した。これらの実績からみて、普及員が稲作普及活動を実施する能力は強化されており、

成果 2 の目標は達成されたと判断する。 

 

成果 3：稲作のための適切な普及パッケージが開発される。 

実 績：普及員研修用カリキュラム及び稲作マニュアルを含む各種研修教材が作成された（ド

ラフト版）。稲作普及パッケージの最終版（研修プログラム、研修教材等を含む）は、2019

年 7 月末までに作成される予定である。郡農業プロフィールについては、2016 年にザンビア

の全 130 郡についてのものが作成された。9 州の土地管理官（農業省職員）が、リモートセ

ンシング/GIS 技術を用いてダンボ地域内の稲作適地を選定するうえでの基礎的能力を身に

つけた。このような点から、稲作のための適切な普及パッケージは、プロジェクト期間内に

開発されるといえ、成果 3 の目的は達成される予定である。 

 

成果 4：NRDS の調整を通じて、コメのステークホルダー間の協働が強化される。 

実 績：終了時評価時点までに、コメ・ステークホルダー会議は 2 回実施されており、更に 1

回、2019 年 8 月に開催される予定である（計 3 回となる）。このほか、他のステークホルダ

ーとして、青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）隊員、米国平和部

隊（Peace Corps Volunteers：PCV）隊員、隊員の C/P である普及員及び農家、合計で 768 名が

稲作研修を受講した。これらの実績からみて、コメのステークホルダー間の協働は強化され

てきたといえる。したがって、成果 4 の目的は達成されたと判断する。 

 

プロジェクト目標：対象地域において稲作普及システムが構築される。 

実 績：稲作普及パッケージのドラフトが 2018 年に作成され、改訂作業がマスタートレーナ

ーによって進められている。最終版は 2019 年 7 月末までに作成される予定である。完成後

に印刷され、本プロジェクトの最終セミナーや JCC会議開催時に配付される予定である（2019

年 8 月）。稲作普及パッケージの内容は稲作研究並びに稲作普及を実施するに際し、適切か

つ有用なツールとなることが期待されている。したがって、プロジェクト目標は、本プロジ
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ェクト終了時までに達成するものと判断される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：以下の観点から判断して、本プロジェクトの妥当性は高い。 

①ザンビアのコメ増産（生産量・面積）における対象社会やターゲット・グループのニ

ーズとの整合性②ザンビアの国家政策等との整合性③わが国の対ザンビア援助方針との

整合性④プロジェクトアプローチの適切さ⑤わが国がもつ技術的優位性 

 

（2）有効性：おおむね高い。 

稲作普及パッケージの最終版が 2019 年 7 月末までに作成される予定で、その後、印刷

して 2019 年 8 月に実施予定の本プロジェクトの最終セミナーや JCC 会議で配付される予

定である。プロジェクト目標が目的とする点は、プロジェクト終了時までに十分に達成す

る見込みである。さらに稲関連研究者、普及員他の関係職員の能力強化もおおむね順調に

進展してきた。ただし、普及員による研修を受講した参加農家における稲の収量や栽培面

積の増加に関する情報については十分には得られていないため、稲作技術の農家への普及

効果は十分には把握できていない。したがって、本プロジェクトの有効性はおおむね高い

と判断する。 

 

（3）効率性：中程度。 

以下の観点から判断して、本プロジェクトの効率性は、中程度と判断する。 

①プロジェクト期間②日本側の投入の適切さ③ザンビア側投入の適切さ④プロジェク

トマネジメント 

 

（4）インパクト：中程度。 

プロジェクト終了後、3 年以内に上位目標が達成するかどうかを見通すことは現時点で

は難しい。ポジティブなインパクト及び今後より大きなインパクトを得るための課題を記

載した。本プロジェクトのインパクトの程度を見通すことは難しい点があるものの、イン

パクトの評価としては、中程度と判断する。 

1） 上位目標 

「プロジェクトにより構築された稲作普及システムを用いて対象州における稲作技

術普及が促進される」の達成の見通し 

本プロジェクトに参加した農家における稲収量の増加や稲作面積に関するデータが

限られていること、また、より多くの農家（既存の稲作農家と新規に稲作を始めたい農

家）に稲作技術を普及する必要があることから、以下に説明するように、本プロジェク

ト終了後 3 年以内に上位目標が達成されるかどうかを見通すことは困難である。 

2） その他のインパクト 

＜A：ポジティブなインパクト＞ 

①NERICA4 品種の優位性の農家による認識（気候変動あるいは干ばつによる影響

を受けにくい） 
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＜B：より大きなインパクトを得るための課題＞ 

①稲作面積の拡大が限定的（制約要因の把握が必要）②コメ市場へのアクセス改善

③JOCV 隊員や PCV 隊員が行った指導のインパクトについて 

 

（5）持続性：中程度と見込まれる。 

1） 政策面 

農業生産増加と生産性向上、農業普及サービスの強化は、国家農業政策 2013 の目的

であり、稲作の収量向上及び面積増大は、SNRDS の主要目的である。したがって、本プ

ロジェクトの政策面での持続性は確保される見通しである。 

2） 組織面 

プロジェクト開始時に比較して稲研究関連職員の人数は増加し、能力強化が進められ

た。稲作研究を継続するうえでの ZARI 組織体制は強化されつつある。農業省の農業局

については、主として、農業アドバイザリーサービス部と作物生産部の職員が本プロジ

ェクトに参加した。また、州農業事務所、郡農業事務所、ブロック担当、キャンプ担当

などの職員もプロジェクト活動に参加した。人材面では稲作技術を普及するために必要

な組織体制がある。組織面の持続性は確保される見込みである。 

3） 財務面 

プロジェクト開始当初の 1 年目と 2 年目にはプロジェクト活動に対する農業省からの

予算支出がなかった。第 3 年目（2018 年）には、農業省から予算支出があった。稲作技

術普及活動の継続、稲研究活動の継続、普及活動に用いる農家配付用の稲種子の生産・

調達のためには、安定的かつ必要な金額の予算を支出することが必要である。したがっ

て、本プロジェクトの財務面の持続性が確保されているとはいい難い。 

4） 技術面 

全般的にみて、ZARI 職員の稲作研究に関する知識・技能は強化された。異なる稲作

環境に適した稲作技術を開発するためには、更なる能力強化が必要である。稲作普及能

力面では、マスタートレーナー及びキャンプ普及員の能力が強化された。稲作技術に関

する研修活動を継続することで、それら普及関連職員の稲作に係る知識・技能を更に強

化する必要がある。また、稲作技術を稲作が可能な地域に広げていくためには、本プロ

ジェクトが対象としなかった地区で、農家向け研修や普及員向け研修を実施する必要が

ある。このほか、農家対象の稲作普及活動に係るモニタリングシステムを改善する必要

がある。全般的にいって、研究及び普及にかかわる職員の更なる能力強化が必要であり、

したがって、本プロジェクトの技術面の持続性が十分に確保されているとはいい難い。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト対象地域は地理的に広範囲に及んだが、農業省農業局本部、ZARI、州レベ

ル、郡レベルの数多くの C/P がプロジェクト活動に参加し、農業局普及担当責任者の高い
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調整能力により、プロジェクト活動が比較的円滑に進められた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクト開始前の想定では、プロジェクト開始時期を稲作シーズン開始時期に合わ

せることを想定していたが、最初の JICA 専門家の派遣が開始されたのは、稲作シーズン

が既に始まってからであり、稲作普及活動の開始を 1 シーズン待つ必要が生じた（必要な

作期を確保するために、プロジェクト期間の延長が必要になった）。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

稲作普及活動のモニタリングシステムの改善を進めたが、リード農家における稲作状況

の把握にとどまっており、研修を受講したその他の参加農家での稲作実践状況に関する情

報のモニタリングまで至らなかった。 

 

３－５ 結論 

合同終了時評価チームは、以下に示すように本プロジェクトが良い成果を産出していること

を確認した。 

（1）稲関連ザンビア人研究者の能力が強化され、ZARI の Mansa 試験場及び Mt. Makulu 試験

場において稲研究用の施設・機器が整備された。 

 

（2）稲作技術研修に関する研修を実施する能力及び稲作技術を普及する能力が強化された。

計 38 名のマスタートレーナー、93 カ所（6 州 35 郡）のキャンプ普及員が、稲作技術に関

する研修を実施するための知識・技能を身につけた。 

 

（3）稲研究と稲作普及活動に有用な稲作普及パッケージが、各種マニュアルを含めて、作成

される予定である。 

 

（4）コメ・ステークホルダー会議の開催を通じて、また、JOCV 隊員、PCV 隊員、隊員の C/P

である普及員や農家への研修を通じて、コメ・ステークホルダー間の協働が強化されてき

た。 

稲研究と稲作普及を振興する基盤が良好に強化されてきたということができる。したがっ

て、本プロジェクトの目的は十分に達成されたと判断する。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクトチーム（ザンビア側 C/P と JICA 専門家）がプロジェクトの残り期間（2019

年 9 月 30 日まで）に行うべき事項に係る提言 

1） 残されているプロジェクト活動を完了させ、稲作普及パッケージ及びマニュアル類を

完成させること 

2） 稲作普及パッケージ及びプロジェクトモニタリングシステムの有効性検証のための

活動の実施 
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3） マニュアル類の最終化 

4） 本プロジェクトの効果とインパクトの広報 

 

（2）農業省に対する提言 

1） ザンビア側 C/P のプロジェクト活動参加度向上について 

2） 稲研究関連人材の能力強化と配置について 

3） 稲研究及び稲作普及活動への予算支出について 

4） 研究と普及間の協力の更なる強化について 

5） ZARI の Mt. Makulu 試験場の有効活用と役割について 

6） 今後の稲作研究テーマについて 

 

（3）JICA に対する提言 

1） 稲作栽培シーズンを考慮したプロジェクト開始時期について 

2） ザンビア国アフリカ稲作振興のための共同体（Zambia Consortium for Accelerated Rice 

Development：ZCARD）とのコミュニケーション強化について 

3） 他ドナー機関との情報共有と協力について 

4） ウガンダの稲研究・研修センターの活用と情報共有について 

 

３－７ 教訓 

（1）モニタリング活動の改善の必要性について 

（2）JOCV 隊員との協働の効果について 

（3）稲作シーズンを考慮したプロジェクト開始のタイミングについて 
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Summary of Terminal Evaluation 
 

I. Outline of the Project 

Country： Republic of Zambia Project title： The Rice Dissemination Project 

Issue/Sector： Agriculture/ 

Forestry/ Fisheries 

Cooperation scheme： Technical Cooperation Projects 

Division in charge： Rural 

Development Department 

Total cost：450million yen 

 

Period of 

Cooperation 

From December 23, 

2015 to September 

30, 2019 

(about 3 years and 9 

months) 

Partner Country’s Implementing Organization:  

Department of Agriculture (DoA) and Zambian Agriculture 

Research Institute (ZARI) 

Supporting Organization in Japan: --- 

Other institutions cooperated: --- 

1. Background of the Project 

 In Zambia, 60.5% of its population is living below the National Poverty Line, of which 77.9% 

reside in rural areas. The Government’s Revised Sixth National Development Plan (2013-2016) 

identifies agriculture are the priority sector in achieving sustainable economic growth and reducing 

poverty. In 2013, the Ministry of Agriculture and Livestock launched the National Agriculture 

Investment Plan (NAIP) under the Comprehensive Africa Agricultural Development Programme 

(CAADP) for 2014-2018. One of the key components of the NAIP is to increase sustainable crop 

production and value addition for crops other than maize. To this end, rice is considered as a 

promising crop since it has been traditionally consumed and has a high demand that exceeds the local 

supply. In line with the aforementioned plans and programmes, the new Second National Rice 

Development Strategy (2016-2020) identifies challenges such as deterioration of the genetic purity of 

varieties and poor farming practices, and sets plans for strategic interventions including enhancing the 

farmer’s access to high quality seeds and varieties, introduction and development of sustainable crop 

management practices, and strengthening technology dissemination. 

As the demands for rice production increased, the Government of the Republic of Zambia (GRZ) 

implemented Food Crop Diversification Support Project Focusing on Rice Production (FoDiS-R) with 

Japan International Cooperation Agency (JICA) from 2012 to 2015. FoDiS-R established new 

potentials for expanding rice cultivation and identified some challenges as well as possible solutions 

for improving the quality and production of rice. Following the success of FoDiS-R, GRZ requested 

the Government of Japan to implement new technical cooperation project to increase its rice 

production through enhancing its research capacity and further strengthening its agriculture extension 

system. The new project proposal was approved by the Government of Japan and this project (the Rice 

Dissemination Project, herein after referred to as “the Project”) was started since December 2015. 

 

2. Project Overview 

(1) Overall Goal 

Rice cultivation is promoted in the target provinces using the Extension System introduced by the 

project. 

(2) Project Purpose 

Extension system for rice cultivation is established in target areas. 

(3) Outputs 



ix 

1) A basic system for developing rice varieties is prepared. 

2) Usefulness of locally available varieties is verified as breeding materials. 

3) Breeding lines carrying useful Quantitative Trail Locus (hereinafter referred to as “QTL”) for 

developing rice varieties are produced. 

4) A system for verifying improved cultivation technologies at farmer’s fields based on existing 

technologies is developed. 
 
(4) Inputs 

Japanese side： JICA Expert: 6 long-term experts and 3 short-term experts in total, Trainees received: 

1person for master program and 13 persons for short-term training in Japan (1 more person will 

participate in), and 44 persons in Uganda or Philippines (2 more persons will participate in), Provision 

of equipment: US$187,207, Local cost expenditure: approx. US$955,000. 

Zambian side： Counterpart 48 persons (at the terminal evaluation), Local Cost: around US$18,657,  

Provision of experimental fields, working rooms and prject offices. 

II. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

[Japanese side] 

1) Leader: Mr. Shinichi Noguchi, Director, Team 5, Agricultural and Rural 

Development Group 2, Rural Development Department, JICA 

2) Cooperation Planning: Mr. Yuji Inada, Programme Officer, Team 5, Agricultural and 

Rural Development Group 2, Rural Development Department, JICA 

3) Cooperation Planning: Ms. Yuri Fukumoto, Programme Officer, Team 5, Agricultural 

and Rural Development Group 2, Rural Development Department, JICA 

4) Rice Promotion: Mr. Takamasa Ando, Chief Engineer, VSOC Co., Ltd. 

5) Evaluation & Analysis: Mr. Isao Dojun, Consultant, Chuo Kaihatsu Corporation 

 

[Zambian side] 

1) Member: Mr. Andrew Songiso, Principal Irrigation Officer, Technical Service 

Branch, Department of Agriculture (DoA), Ministry of Agriculture (MoA) 

2) Member: Mr. Alex Kabwe, Principal Irrigation Officer, Technical Service Branch, 

DoA, MoA 

Period of Evaluation  From April 8 to May 18, 2019 Type of Evaluation: Terminal 

 III. Results of Evaluation 

1. Project Performance 

Output 1: Capacity to conduct research on rice is strengthened. 

Achievement: Research facilities have been improved at the Mansa and Mt. Makulu research stations 

of ZARI. Characteristics of 31 rice varieties will be described and a catalogue on their characteristics 

will be made by the end of the Project. Location-specific conditions (NERICA 4 cultivation in Dambo 

condition and SUPA-MG cultivation in water-logged condition and possible maximum altitude) are 

going to be identified in general. Rice cultivation related knowledge and skills of 14 research staff of 

Zari have been strengthened through training abroad and 2 more research staff will be trained abroad 

within the remaining project period. More than 20 kinds of rice researches have been conducted at the 

research stations and farmers’ field (on-farm experiments). Rice production potential paper will be 

revised by the end of July 2019 considering results of rice researches and extension activities. 

Considering the situation of achievement of the indicators of the Output 1, ZARI’s capacity to conduct 
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rice researches is enhanced steadily (although, there are further needs for capacity building on rice 

research). It can be said that objective of the Output 1 will be achieved well within the project period. 

 

Output 2: Capacity to conduct extension activities is strengthened. 

Achievement: In total, 577 officers (camp extension officers, officers in block offices, and officers of 

district agricultural offices) have been trained during the project period (cumulative number of 

officers) in 6 provinces (Eastern, Luapula, Muchinga, Northern, Northwestern, Western provinces). 

91.3% of extension officers submitted reports about extension activities to farmers. In total, 4,788 

farmers in 6 provinces mentioned above have participated in the field trainings in 3 cropping seasons 

(accumulative value). In total, training to lead farmers and follower farmers have been carried out at 

334 field training cites (demo sites). 91.5% of lead farmers satisfied with advices of extension officers. 

In total, 38 master trainers received training on rice cultivation and they provided trainings to 

extension officers. Considering these achievements, capacity to conduct extension activities by 

extension officers has been strengthened. Therefore, it can be said that objective of Output 2 has been 

achieved. 

 

Output 3: Appropriate extension package for rice production is developed. 

Achievement: Curriculum for training for extension officers and various training materials including 

rice production manuals etc. have been produced (draft versions). Final version of the rice extension 

package which includes training programme and training materials will be produced by the end of July 

2019. District Agricultural Profiles of all 103 districts in Zambia were made in 2016. Basic capacity of 

land husbandry officers of 9 provinces to selecting appropriate rice cultivation locations in Dambo 

areas using remote sensing/GIS techniques has been enhanced. Considering these achievements, 

appropriate extension package for rice production will be developed within the project period. 

Therefore, it can be said that objective of Output 3 will be achieved. 

 

Output 4: Collaboration among rice stakeholders is strengthened through coordination of NRDS. 

Achievement: The rice stakeholders meeting was held twice by the time of the terminal evaluation 

and one more meeting will be held in August 2019 (3 times in total). In total, 768 other stakeholders 

such as JOCV and PVC members, their counterparts’ extension officers and farmers have participated 

in the training on rice cultivation.  

Considering these achievements, it is concluded that collaboration among rice stakeholders has been 

strengthened satisfactorily. Therefore, the objective of Output 4 has been achieved. 

 

Project Purpose: Extension system for rice cultivation is established in target areas. 

Achievement: Rice extension package was drafted in 2018 and revision of the package is underway by 

the master trainers. Final version of the rice extension package will be made by the end of July 2019, 

and its printed documents will be distributed to participants to the final seminar of the Project and JCC 

meeting of the Project (in August 2019). The contents of the rice extension package will be 

appropriate and useful as tools for carrying out rice research and extension activities. Therefore, 

objective of the Project Purpose will be achieved satisfactorily by the end of the Project. 

 

2. Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance: High based on the facts described below. 
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1) Conformity with needs of target society and target group for increasing rice production (area and 

yield) in Zambia,  

2) Relevance to the national policies of Zambia 

3) Conformity to the assistance policy of Japan for Zambia 

4) Appropriateness of the approaches taken by the Project 

5) Comparative advantage of technical cooperation by Japan 

 

(2) Effectiveness: Moderately High 

Final version of the rice extension package will be made by the end of July 2019, and its printed 

documents will be distributed to participants to the final seminar of the Project and JCC meeting of the 

Project (in August 2019). Objective of the Project Purpose will be achieved satisfactorily by the end of 

the Project. In addition, capacity enhancement of rice related research officers, extension officers, and 

other officers concerned has been progressed well in general. Effects of extension of rice cultivation 

techniques to farmers have not been obtained well due to insufficient information on increase of rice 

yield and rice cultivation area at follower farmers who received trainings by camp extension officers. 

Therefore, the overall effectiveness of the Project is considered to be moderately high. 

 

(3) Efficiency: Moderate 

The efficiency of the Project is considered to be moderately high based on the facts described 

below. 

  1) Project period , 2) Inputs by the Japanese side, 3) Inputs by Zambian side, and 4) Project 

management 

 

(4) Impact: Moderate 

1) Prospect of achieving the Overall Goal “Rice cultivation is promoted in the target provinces 

using the Extension System introduced by the project.” 

  Due to the limited data on rice yield increase and rice planting area of the farmers participated in the 

Project and necessity of disseminate rice cultivation techniques to large number farmers (new and 

existing rice farmers), it is difficult to prospect whether the Overall Goal is achieved within 3 years 

after the completion of the Project 

 

2) Other Impacts Observed 

[A] Positive impact 

(1) Recognition of advantage of NERICA 4 variety 

 

[B] Issues for obtaining bigger impact 

(1) Expansion of rice cultivation area 

(2) Improvement of access to rice market 

(3) Impact of trainings provided to JOCV members and PCV members 

 

(5) Sustainability: Likely to be moderate 

1) Policy aspect 

Iincrease agricultural production and productivity, and strengthening agricultural extension service 

delivery are objectives of the National Agricultural Policy 2013 and rice yield increase and expansion 
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of rice cultivation area are major objectives of the Sesond National Rice Development Strategy. 

Therefore, policy sustainability of the Project will be secured. 

  

2) Organizational Aspects 

Number of rice related staff was increased comparing the situation at the start of the Project, and their 

research capacity has been strengthend. Therefore, organizational setup for continuing rice research at 

ZARI is improving. 

 

As for the Department of Agriculture, officers of the Agricultural Advisory Services Branch and the 

Crops Production Branch have mainly involved in the Project. Officers of the provincial agricultural 

coordinating offices, district agricultural coordinating offices, and officers of block and camp levels 

have also involved. It seems that there is necessary organizational set up for disseminating rice 

cultivation techniques in term of human resources. In general, organizational sustainability of the 

Project likely to be secured. 

 

3) Financial Aspect 

MoA did not disburse budget for project activities in first and second year of the project. MoA 

disbursed budget in third year of the project (in 2018). In order continue extension activities on rice 

cultivation techniques, rice research activities, production and procurement of rice seeds which are 

used in extension activities for farmers, disbursement of stable and necessary amount of budget is 

required. Therefore, it is difficult to say that financial sustainability of the Project likely to be secured. 

 

4) Technical aspect 

In term of rice research capacity of rice related staff of ZARI, as mentioned, their knowledge and 

skills have been enhanced in general. Further capacity strengthening is necessary in order to develop 

appropriate rice cultivation techniques suitable for different rice cultivation environments. In term of 

rice extension capacity, capacity of master trainers and camp extension officers has been enhanced. It 

is necessary to keep and improve further their knowledge and skills on rice by continuing training 

activities on rice cultivation techniques. In order to disseminate rice cultivation techniques to wider 

areas where rice can be grown, it is also necessary to carry out trainings for extension officers and 

farmers who were not trained under the Project. It is also necessary to improve monitoring system on 

rice extension activities with farmers.  

In general, further capacity enhancement of persons in research and extension is necessary, therefore, 

it can’t say that technical sustainability of the project likely to be secured well. 

 

3. Factors that promoted realization of effects 

(1) Factors concerning to the implementation process 

   None 

(2) Factors concerning to the implementation process 

Although the project target area is significantly large geographically, because of high coordination 

ability of the responsible person in the department of agriculture (DoA), a large number of 

counetrparts from headquarters of DoA, ZARI, provincial and district offices, project activities have 

been carried out efficienctly in general. 
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4. Factors that impeded realization of effects 

(1) Factors concerning to planning 

   It was assumed that the timing of start of the Project will be before the startb of rice crooping 

season. Hoever, due to delay of internal procedure of JICA, dispatch of frist JICA expert was delayed 

and rice cropping season was started already. Therefore, it became necessary to wait several months 

for starting rice extension activities. (It was necessary to extend the project period in order to cover 

necessary number of ccropping season.) 

 

(2) Factors concerning to the implementation process 

   Monitoring system on rice extension activities has been improved under the Project. Rice 

cultivation information from lead farmers has been collected, however, monitoring of rice 

cultivation proctices by other farmers who received the trainings of the Project has not been 

conducted. 

 

5. Conclusion 

  The Joint Terminal Evaluation Team has confirmed that the Project produced good outputs as 

follows. 

 

1) Capacity of rice related Zambian research officers has been enhanced, and facilities and 

equipment for rice research have been improved at the Mansa and the Mt. Makulu research 

stations of ZARI,  

2) Capacity to conduct training on rice cultivation techniques and its extension activities has been 

enhanced well. In total, 38 master trainers and camp extension officers in 93 camps (in 35 

districts in 6 provinces) have acquired knowledge and skills for providing training on rice 

cultivation techniques, 

3) An extension package for rice production will be produced with various kinds of manuals which 

are useful for rice research and extension activities, 

4) Collaboration among rice stakeholders is strengthened through implementation of rice 

stakeholder meeting and provision of trainings to JOCV members, PVC members, their 

counterparts’ extension officers and farmers. 

   

It can be said that basis for promoting rice researches and extension has been strengthened 

satisfactorily. Therefore, the objective of the Project has been satisfactorily achieved. 

 

6. Recommendations 

6-1. Recommended Actions to be taken by the Project Team (Zambian counterparts and JICA experts) 

in the Remaining Cooperation Period (up to September 30, 2019) 

(1) To complete remaining project activities and finalization of the rice extension package and various 

manuals 

(2) Necessary activities for verifying effectiveness of the rice extension package and monitoring 

system of the Project 

(3) Points to be considered for finalization of manuals 

(4) Publicizing effects and impacts of the Project 
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6-2. Recommendations to the Ministry of Agriculture 

(1) Involvement of Zambian personnel into project activities 

(2) Capacity strengthening of rice research related personnel and assignment 

(3) Disbursement of budget to rice research and extension activities 

(4) Further strengthening of cooperation between research and extension 

(5) Effective use and roles of Mt. Makulu research station of ZARI 

(6) Rice research themes in future 

 

6-3. Recommendations to JICA 

(1) Considering project start timing for rice cropping seasonal cycle 

(2) Communication Strengthen with ZCARD 

(3) Information sharing and cooperation with other partner organizations 

(4) Utilization and information sharing with the rice research and training center in Uganda 

 

7. Lessons Learned  

(1) Necessity on improvement of monitoring activities 

(2) Effectiveness of collaboration with JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteer) members 

(3) Timing of start of a project considering the rice cropping season 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 終了時評価調査の背景 

ザンビアにおける「コメ普及支援プロジェクト」は、2015 年 12 月から 3 年間の予定で開始さ

れ、途中、プロジェクト期間が約 9 カ月延長された。プロジェクトの残り期間が約 6 カ月となっ

たことから、本終了時評価が実施された。なお、次期協力案件である「コメ普及支援プロジェク

トフェーズ 2」の詳細計画策定調査と合わせて調査が実施された。 

 

１－２ 終了時評価調査の目的 

本終了時評価は、評価時点までの活動実績、プロジェクト目標と成果の達成度を、プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（ver.4）に基づく確認と評価 5 項目

の観点からプロジェクト評価を行うとともに、プロジェクト終了まで及び終了後の活動に関する

提言と類似案件のための教訓を得ることを目的とする。なお、現地調査においては、農業省農業

局から 2 名の評価団員が参加し、現地調査に参加した。 

 

１－３ 終了時評価調査団 

本終了時評価は、日本側評価団とザンビア側評価団との合同評価として実施された。両国側の

評価メンバーを下表に示す。 

 

（1）日本側評価団 

No. 担当分野 氏 名 所 属 

1 総括/団長 野口 伸一 
JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ第五チーム 

課長 

2 協力企画 1 稲田 勇次 
JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ第五チーム 

専門嘱託 

3 協力企画 2 福本 由莉 
JICA 農村開発部農業・農村開発第二グループ第五チーム 

ジュニア専門員 

4 コメ振興 安藤 孝政 株式会社 VSOC 事業部技師長 

5 評価分析 道順 勲 中央開発株式会社 海外事業部 

 

（2）ザンビア側評価団 

No. 担当分野 氏 名 所 属 

1 メンバー Mr. Andrew Songiso 農業省農業局技術サービス部 上級灌漑専門官 

2 メンバー Mr. Alex Kabwe 農業省農業局技術サービス部 上級灌漑専門官 

 

１－４ 終了時評価調査日程 

2019 年 4 月 8 日から 5 月 18 日まで（41 日間）、次期協力案件の詳細計画策定調査と並行して

実施した。詳細日程は、付属資料 2.を参照のこと。 
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１－５ 主要面談者 

（1）農業省（Ministry of Agriculture：MoA） 

Mr. Songowayo Zyambo Permanent Secretary, Ministry of Agriculture（MoA） 

Mr. Peter Lungu Director, Department of Agriculture（DoA） 

Mr. John Kalumbi Director, Department of Policy Planning（DPP） 

Ms. Kezia M. Katyamba Director, Department of Agribusiness and Marketing（ABM） 

Mr. Charles Sondashi Deputy Director of Agriculture（Agricultural Advisory Services 

Branch），DoA 

Mr. Alick Daka Deputy Director of Agriculture（Crops Production Branch），DoA 

Mr. Stanislaus Chisakuta Deputy Director of Agriculture（Technical Services Branch），DoA 

Mr. Katupa Chongo Chief Agriculture Extension Officer, DoA 

Mr. Phillip Siamuyoba Chief Agricultural Officer, DoA 

Mr. Andrew Songiso Principal lrrigation Officer, DoA 

Mr. Alex Kabwe  Principal lrrigation Officer, DoA 

井上 裕 農業政策アドバイザー（JICA） 

 

（2）農業省 ザンビア農業研究所（Zambia Agriculture Research Institute：ZARI） 

Mr. Moses Mwale Director, ZARI 

Mr. Godfrey Mwila Deputy Director（Technical Services），ZARI 

Mr. Chitambi Musika Principal Agricultural Research Officer, Rice, Mansa RS 

Mr. Oscar Malumbe Agronomist, Mt. Makulu RS 

Ms. Norah Museta Agricultural Research Officer, Mt. Makulu RS 

Ms. Perci Mufune Research Technician, Mt. Makulu RS 

Ms. Lorna Kanguya Technical Research Assistant, Mt. Makulu RS 

 

（3）JICA 専門家 

坪井 達史 稲作技術（短期専門家） 

佐々木 剛一 チーフアドバイザー（長期専門家） 

飯野 徳太郎 研究普及連携（長期専門家） 

小松原 崇 稲作栽培（長期専門家） 

松田 明 稲作普及（長期専門家） 

水上 千春 業務調整/稲作研修（長期専門家） 

 

（4）在ザンビア国 日本国大使館 

杉浦 俊男 次席 

又井 慎吾 二等書記官 

 

（5）JICA ザンビア事務所 

花井 淳一 所長 

藤家 斉 次長 

松井 洋治 所員 
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１－６ 終了時評価調査の方法 

（1）評価手法 

本終了時評価調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版（2010 年）」に沿って、日本

側及びザンビア側メンバーで構成される合同評価チームを結成し、プロジェクト関連資料の

レビュー、プロジェクト関係者へのヒアリング、ザンビア農業研究所（ZARI）の Mt. Makulu

試験場及び Mansa 試験場の研究施設及び試験圃場の視察を行い、さらに、農家圃場に設置さ

れたデモ圃場（農家研修の場所）及び農家圃場試験地、一般農家の稲作圃場、精米所、市場

等を訪問し、聞き取り調査を実施した。これら調査を踏まえて、PDM や活動計画（Plan of 

Operations：PO）に基づき合同評価を行ったものである。本終了時評価においては、プロジ

ェクトの実施プロセス、プロジェクト活動の進捗状況、プロジェクトの実績・成果の把握と

分析を行い、また、5 項目評価（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点か

らの評価も行った。現地においては、評価結果を合同終了時評価報告書（英文）に取りまと

め、評価結果概要を合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）会議の際にプロジ

ェクト関係者に説明した。 

 

（2）評価項目 

本プロジェクトに関する各種資料（詳細計画策定調査報告書、中間レビュー調査報告書、

年次報告書、モニタリングシート、専門家作成報告書など）を参考にしつつ、また、改訂 PDM

（ver.4）に基づき、プロジェクトの成果、5 項目評価、実施プロセスに関する評価設問と収

集必要なデータ等を設定した。 

 

（3）データ収集方法 

情報・データ収集は以下の方法により実施した。 

情報・データ 

収集方法 
目  的 主な情報源 

①文献調査 プロジェクトに

関連する政策、

プロジェクトの

実績に関連する

資料 

・ザンビア政府の長期ビジョン（Vision 2030） 

・第 7 次国家開発計画（Seventh National Development Plan 

2017-2021） 

・国家農業政策 2013（National Agricultural Policy 2013） 

・第 2 次国家稲作開発戦略 2016-2020（Second National Rice 

Development Strategy 2008-2018） 

・対ザンビア共和国 国別開発協力方針（2018 年 6 月）（外務

省） 

・詳細計画策定調査報告書（JICA、2015 年 9 月） 

・プロジェクト・モニタリングシート（第 1 回～第 6 回） 

・プロジェクト年報（2016 年及び 2017 年） 

・プロジェクト側作成事前資料 

②インタビュー プロジェクトの

実績・進捗状況

及び実施プロセ

スに関するヒア

リング・確認 

・JICA 専門家 

・農業省農業局、ZARI、州・郡・キャンプの各レベルのザン

ビア側カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P） 

・プロジェクト参加稲作農家、青年海外協力隊（Japan Overseas 

Cooperation Volunteers：JOCV）隊員がかかわっている稲作
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農家、一般稲作農家、精米所スタッフ、コメの仲買人、コ

メ小売り人など 

③質問票 プロジェクト実

績、成果発現状

況、投入・効率

性、インパクト、

持続性等に関す

る事項の把握 

・ザンビア側 C/P 

・JICA 専門家 
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第２章 プロジェクト概要 
 

２－１ プロジェクトの背景 

ザンビアでは人口の 60.5％が国家貧困ライン以下で生活しており、その層の 77.9％が農村部に

居住している。ザンビア政府の改訂第 6 次国家開発計画（2013-2016）では、持続的経済成長と貧

困削減において、農業分野が優先視されている。2013 年に農業省は、「包括的アフリカ農業開発

プログラム（Comprehensive Africa Agricultural Development Programme：CAADP）2014-2018」の下、

国家農業投資計画（National Agriculture Investment Plan：NAIP）を立ち上げた。NAIP の重点事項

には、作物生産の持続性向上とメイズ以外の作物の付加価値化が掲げられている。このなかで、

コメは、伝統的に消費されていること及び国内生産を超える高い需要があることから、有望作物

の 1 つと見なされている。上記の計画やプログラムに沿って作成された「第 2 次国家稲作開発戦

略（SNRDS）2016-2020」では、稲品種の遺伝的純粋性の劣化、低い栽培技術といった課題が特

定され、それを改善するためには、農家が高品質な稲種子や稲品種を手に入れやすくすること、

持続的な作物栽培管理技術の開発・導入、技術普及強化を戦略的に行う計画を示した。 

コメ生産ニーズが高まるにともない、ザンビア政府は、JICA とともに、「コメを中心とした作

物多様化推進プロジェクト（Food Crop Diversification Support Project Focusing on Rice Production：

FoDiS-R）」を 2012～2015 年にかけて実施した。FoDiS-R プロジェクトでは、稲作拡大ポテンシャ

ルを確認するとともに、拡大における課題とコメの品質と生産量を向上させるための可能な解決

策を特定した。そして、ザンビア政府は、研究能力向上及び農業普及システム強化を通じたコメ

生産増加に向けた新規技術協力プロジェクトを日本政府に要請した。日本政府は要請プロジェク

ト「コメ普及プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）を承認し、2015 年 12 月からプ

ロジェクトが開始された。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

プロジェクト期間中、PDM の改定が行われているが、終了時評価においては、PDM ver.4 に基

づき評価を行った。PDM ver.4 の概要を以下に記載する。 

 

（1）上位目標 

プロジェクトにより構築された稲作普及システムを用いて対象州における稲作技術普及

が促進される。 

 

（2）プロジェクト目標 

対象地域において稲作普及システムが構築される。 

 

（3）成果 

1） 稲研究実施能力が強化される。 

2） 普及活動実施能力が強化される。 

3） 稲作のための適切な普及パッケージが開発される。 

4） 国家稲作開発戦略（National Rice Development Strategy：NRDS）の調整を通じて、コメ

のステークホルダー間の協働が強化される。 
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（4）実施機関 

農業省（MoA）の農業局（DoA）及びザンビア農業研究所（ZARI） 

 

（5）プロジェクトサイト 

ルアプラ州、北部州、ムチンガ州、北西部州、西部州、カッパーベルト州、東部州、ルサ

カ州 

 

（6）プロジェクト期間 

約 3 年 9 カ月（2015 年 12 月～2019 年 9 月） 

 

２－３ 本プロジェクトにおける稲作研究と稲作普及の流れについて 

本プロジェクトの主な活動は、稲作研究（ZARI の試験場内における研究と農家圃場を借りて

行う圃場試験）と稲作普及活動である。普及活動のためにまずマスタートレーナー（普及員向け

の研修講師）を育成し、普及員への研修を実施し、研修を受けた普及員がプロジェクトで選定し

た地区のデモ圃場で農家向け研修を実施する。研修参加農家は、“lead farmer”と呼称する先導的

農家（以下、「リード農家」と記す）と“follower farmer”と呼称する農家（以下、「参加農家」と

記す）である。1 つのデモ圃場当たり、1 名のリード農家と 14 名の参加農家がグループを形成し

て、普及員からの研修とモニタリング活動を受ける。図－１に、本プロジェクトにおける稲作研

究と稲作普及の流れを示す（本図は JICA 専門家が作成したもの）。 

 

 

図－１ 本プロジェクトにおける稲作研究と稲作普及の流れ 

 

さらに、図－２には、研修及びモニタリング活動実施における、マスタートレーナー（Master 

Trainer：MT）、キャンプレベルの普及員（Camp Extension Officer：CEO）、そして農家の関係を示

した（本図も JICA 専門家が作成したもの）。 
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図－２ マスタートレーナー、キャンプレベルの普及員、そして農家との関係 

 

  

Follower 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

（1）日本人専門家派遣 

本プロジェクトでは 6 名の長期専門家が派遣された。指導分野は、チーフアドバイザー/

コメ振興、稲作、普及/研修、コメ普及、業務調整/連携、研究普及連携、業務調整/研修であ

る。また、3 名の短期専門家が派遣され（いずれも複数回の派遣）、指導分野は、稲作アドバ

イザー、社会経済調査/プロジェクトモニタリング、リモートセンシングであった。詳細情報

については、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 3 を参照のこと。 

 

（2）カウンターパート（C/P）の本邦研修及び第三国研修 

計 14 名の C/P が本邦研修に参加した。そのうち、1 名は、長期研修であり、日本の大学の

修士課程で学んだ。さらに 1 名、プロジェクト終了時までに本邦研修に参加する予定である。

計 44 名の C/P が第三国研修（短期）に参加した。大半は、ウガンダ共和国の稲研究・研修セ

ンターでの研修であり、一部は、フィリピン共和国の IRRI及び PhilRiceでの研修に参加した。

さらに 2 名の研究者（ZARI）が、ウガンダでの短期研修に参加する予定である。研修実績に

関する詳細情報については、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 4 を参照

のこと。 

 

（3）機材・資材類の供与 

日本側から農業省に対して、各種の機材類及び資材が供与されている。主な機材には、車

両、農業機械（脱穀機や唐箕）、各種測定機器、事務機器（パソコンやプロジェクター）があ

る。資機材の価格総額は 18 万 7,207 米ドルである（約 2,100 万円）。供与資機材の詳細リス

トについては、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 5 を参照のこと。 

 

（4）施設の整備・補修 

ZARI の Mt. Makulu 試験場及び Mansa 試験場において、表－１に示す施設の整備や建物の

補修が日本側の予算を用いて実施された。  

 

表－１ 補修あるいは新設された施設の概要 

No. 場所 実施年 施設の種類 補修あるいは新設の内容 

1 

Mt. 

Makulu 

試験場 

2017/18 稲試験圃場 
稲試験圃場の拡張：面積 1,300m2 

（既存の稲試験圃場の面積は 2,000m2 であった） 

2 2018 精米室 もみすり機、石抜き機、精米機の提供と設置 

3 2018 プロジェクトオフィス 机と椅子（3 人分）の提供 

4 2019 倉庫及び作業室 
倉庫と作業室の補修（天井補修とペンキ塗り）、

机と椅子の提供、ドア交換と電気配線 

5 
Mansa 

試験場 
2016 プロジェクトオフィス 

壁のペンキ塗り、床タイルの交換、窓とドアの

修理 
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No. 場所 実施年 施設の種類 補修あるいは新設の内容 

6  2017 試験圃場近くの倉庫 農業機械用の倉庫の新設 

7  2017 スクリーンハウス 新設：面積 120m2（15m×8m） 

8 
 

2017/18 
稲試験圃場及び灌漑用

水路 

稲試験圃場の新設（面積約 0.32ha）及び灌漑用

水路の延長（約 1,000m） 

9 
 

Mansa 
2018 貯水池及び用水路 

貯水池の堤防と余水吐の修復、既存用水路に導

水するためのサイフォンの新設 

10 
試験場 

2018 作業室及びラボ 
部屋の修復：壁ペンキ塗り、床タイル交換、窓

及びドアの修理、流し台の設置 

11 
 

2018 プロジェクトオフィス 
部屋の修復：壁ペンキ塗り、床タイル交換、窓

及びドアの修理 

12 
 

2018 気象観測施設 
降雨計設置、気象観測施設周辺にフェンスの設

置 

13 
 

2018 
コンクリート製の試験

圃場 

簡易試験のため（プロジェクトオフィス近く）：

400m2×6 区画 

 

（5）日本側負担現地活動経費 

プロジェクト活動実施のために日本側が負担した現地活動費は、2019 年 3 月末時点で 1 億

506 万 9,000 円（95 万 5,173 米ドル）である。この活動経費に含まれるものは、ワークショ

ップや研修の実施、JICA専門家のザンビア国内移動に係る交通費、Mt. Makulu試験場と Mansa

試験場の施設の補修・新設の経費、稲試験圃場用の労働力経費などである。 

 

表－２ 日本側負担現地活動経費 

項 目 
2015年度 

（2015年12月～2016年3月） 
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 計 

現地活動費（千円） 2,246 32,818 40,557 29,448 --- 105,069 

（US ドル換算値） 20,418 298,345 368,700 267,709 --- 955,173 

注：年度は、日本の会計年度、1US ドル= 110.00 円 

 

３－１－２ ザンビア側投入 

（1）プロジェクト活動に参加した C/P 

終了時評価時点で、農業省本部、ZARI、プロジェクト対象州の農業省職員等 48 名の C/P

（プロジェクト・ダイレクターとプロジェクト・マネジャーを含む）がプロジェクト活動に

参加している。プロジェクト開始当初から終了時評価時点までの C/P 配置に係る詳細情報に

ついては、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 6 を参照のこと。 

 

（2）ザンビア側による事務スペース、土地、施設の提供 

ザンビア側から提供を受けた、プロジェクト活動用の施設は表－３のとおり。 
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表－３ ザンビア側から提供された施設 

NO. 施設の場所 施設の規模など 利用者 

1 農業省本部（ルサカ） プロジェクト事務所 2 部屋 JICA 専門家 

2 

Mt. Makulu 試験場 

（ZARI 本部、ルサカ州内） 

プロジェクト事務所 1 部屋 

JICA 専門家及びザン

ビア側 C/P 

3 倉庫及び作業室（各 1 部屋） 

4 試験圃場（約 1.0ha） 

5 精米機室 

6 

Mansa 試験場（ルアプラ州） 

プロジェクト事務所 1 部屋 

JICA 専門家及びザン

ビア側 C/P 

7 稲育苗用温室（スクリーンハウス） 

8 貯水池及び灌漑用水路 

9 試験圃場（約 0.32ha） 

10 作業室及びラボ 

 

（3）ザンビア側負担経費 

プロジェクト開始から 2 年間は、ザンビア側の経費負担がなかった。3 年目には、プロジ

ェクトのための活動予算約 200 万円をザンビア側が支出した。支出された予算は、MT のワ

ークショップ、普及員によるモニタリング活動（燃料費）、フィールドデー等の実施に必要な

経費の一部に充てられた。また、ザンビア側は、JICA 専門家が利用しているプロジェクト事

務所の電気代を負担した。 

 

表－４ ザンビア側支出年間予算 

（単位：ZMW） 

年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 計 

年間計画額 0 1,000,000 300,000 200,000 1,500,000 

実際の支出額 0 0 225,000 --- 225,000 

（支出額の米ドル換算値） 0 0 18,657 --- 18,657 

注：2019 年については、計画額があるものの、終了時評価時点ではまだ支出されていない。 

 

３－２ プロジェクト活動の進捗状況 

プロジェクト開始以降、プロジェクト活動は、PDM や PO に沿って実施されてきた。活動項目

ごとの活動の進捗状況及び主な成果並びにプロジェクト残り期間の活動を表－５に示す。 
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表
－
５
 
活
動
の
進
捗
状
況
と
主
な
成
果
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
・
資
料
類
と

J
IC

A
専
門
家
等
か
ら
の
聞
き
取
り
に
基
づ
く
）

 

 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

0.
1 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

事
務

所

を
設

置
す
る

。
 

農
業

省
本
部

内
（
ル
サ
カ
市
）
に

2
室
、

M
t. 

M
ak

ul
u
試
験
場
（

Z
A

R
I
本
部
）
に

1
室
、

JI
C

A
専

門
家
用

の

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
務
所
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
稲
作
分
野
の
長
期
専
門
家
が

20
16

年
11

月
に

赴
任
し

て

か
ら

は
、

M
an

sa
試
験
場
に
も

JI
C

A
専
門
家
用
の
事
務
室
が

1
室
提
供
さ
れ
て
い

る
。

 

10
0％

 
完

了
 

0.
2 

中
央

政
府

レ
ベ

ル
で

キ

ッ
ク

オ
フ

ワ
ー

ク
シ

ョ

ッ
プ

を
開
催

す
る

。
 

中
央

レ
ベ
ル
の
キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が

20
16

年
5
月

20
日
に
開
催
さ
れ

、
農
業
省

本
部

、
す
べ
て

の

州
の

農
業

事
務

所
の

州
農

業
調

整
官

（
P

ro
vi

nc
ia

l 
A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

C
oo

rd
in

at
or
：

PA
C

O
）

及
び

州
農

業
官

（
P

ro
vi

nc
ia

l 
A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

O
ff

ic
er
：

PA
O
）、

Z
A

R
I
職
員
、

JI
C

A
専
門
家
並
び
に

JI
C

A
本
部

の
職
員
（

運

営
指

導
調
査
団
メ
ン
バ
ー
）
が
参
加
し
た
。

 

10
0％

 
完

了
 

0.
3 

中
央

政
府

レ
ベ

ル
で

C
/P

を
配

置
す
る

。
 

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
開
始
時
に
、
農
業
省
農
業
局
（
農
業
普
及
サ
ー
ビ
ス
部
と
作
物
生

産
部
）
職

員
及

び
Z

A
R

I
職

員
が

C
/P

と
し
て
配
置
さ
れ
た
〔
詳
細
は
、

C
/P

配
置
実
績
表
（
付
属
資
料

1.「
合
同

終
了
時
評

価
報

告
書
（
英

文
）
」
の

A
nn

ex
 6
）
を
参
照
の
こ
と
〕
。

 

10
0％

 
完

了
 

0.
4 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
概

要

を
説

明
す

る
た

め
の

会

議
や

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ

を
州

レ
ベ

ル
で

開
催

す

る
。

 

既
述

の
と
お
り
、
キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
開
催
さ
れ
た
際
に
は
、
州
農
業
事
務

所
の

PA
C

O
及

び
PA

O

が
参

加
し
て
お
り
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら

に
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

チ
ー

ム
メ
ン
バ
ー
（

JI
C

A
専
門
家
及
び
ザ
ン
ビ
ア
側

C
/P
）
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対

象
と
な

っ
た

州
の

州
農

業

事
務

所
を
訪
問
し
た
際
に
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を
説
明
し
た
。

 

10
0％

 
完

了
 

0.
5 

州
レ

ベ
ル

、
郡

レ
ベ

ル

で
C

/P
を
配

置
す

る
。

 

農
業

局
職
員
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
州
の
州
レ
ベ
ル
及
び
郡
レ
ベ
ル
の
職
員
（

PA
O
、

SA
O
、
作

物
担

当
職

員
、

普
及

員
、
灌
漑
担
当
な
ど
）
が

C
/P

と
し
て
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
る

。
 

10
0％

 
完

了
 

0.
6 

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

と

会
議

を
行
う

。
 

キ
ッ

ク
オ
フ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
農
業
省
内
の
関
係
者
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
も
招

か
れ

、
本

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
の
概

要
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
。
さ
ら
に

、
C

A
R

D
職

員
が

ザ
ン

ビ
ア

を
訪

れ
た

際
に

、
コ

メ
・

ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
議
を
開
催
し
、
稲
作
の
現
状
と
今
後
課
題
に
つ
い
て
の
議

論
が

行
わ

れ
た

。
  

10
0％

 
完

了
 

1.
1 

研
究

所
に

お
け

る
推

奨

品
種

特
定

を
含

む
研

究

計
画

を
作
成

す
る

。
 

（
1）

20
16

年
の
研
究
計
画

 

稲
研

究
者
会
議
（

Z
A

R
I
内
部
の
会
議
）
が
、

20
16

年
8
月

30
日
に
開
催
さ
れ

、
前

作
期
の
研

究
結

果

と
次

期
研
究
計
画
が
発
表
さ
れ
た
。

JI
C

A
専
門
家
（
長
期
及
び
短
期
）
の
意
見

を
勘

案
し

つ
つ

、
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
で

20
16

/1
7
作
期
に
実
施
す
る
研
究
テ
ー
マ
が

4
種
類
設
定
さ
れ

た
。

試
験

サ
イ

ト
は

、
M

t. 

M
ak

ul
u
試
験
場
と

M
an

sa
試
験
場
で
あ
る
。

 

①
5
品
種
を
用
い
た
ポ
ッ
ト
栽
培
試
験
（
そ
の
な
か
に
は

N
E

R
IC

A
品
種
が
含

ま
れ

る
）
、
②

品
種

比
較

試
験

、
③
品
種
特
性
把
握
試
験
、
④
有
望
品
種
の
種
子
増
殖
。

 

10
0％

 
次

回
の

稲
研

究
者

会
議

が
20

19
年

8
月

に
開

催

さ
れ

る
予
定

。
 

20
19

/2
0

作
期

の
研

究

計
画

を
Z

A
R

I
が

作
成

す
る

予
定
。
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活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

（
2）

20
17

年
の
研
究
計
画

 

稲
研

究
者
会
議
が
、

20
17

年
9
月

25
日
に
開
催
さ
れ
、
前
作
期
（

20
16

/1
7
年
）
の
研

究
結

果
と

次
期

研
究

計
画

（
20

17
/1

8
年
）

が
発

表
さ
れ

た
。
本

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
研
究

計
画

と
し

て
は

、
以

下
の

研
究

テ
ー

マ
が
設
定
さ
れ
た
。

 

試
験

場
 

計
画
さ
れ
た
研
究
テ
ー
マ

 

M
an

sa
 

11
種
類
の
試
験

 

M
t. 

M
ak

ul
u 

4
種
類
の
試
験

 

 （
3）

20
18

年
の
研
究
計
画

 

稲
研

究
者
会
議
が
、

20
18

年
9
月

5
日
に
開
催
さ
れ
、
前
作
期
（

20
17

/1
8
年

）
の

研
究

結
果

と
次

期

研
究

計
画
（

20
18

/1
9
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
実
施
予
定
の

以
下

の
研

究
テ

ー
マ

が
準

備
さ

れ
た
。

 

試
験

場
 

研
究
テ
ー
マ

 

M
an

sa
試
験
場

 

①
陸
稲
品
種
試
験
、
②
水
稲
品
種
試
験
、
③
施
肥
試
験
（

N
E

R
IC

A
4）

、
④

播
種

量
試

験
（

N
E

R
IC

A
4）

、
⑤
播
種
時
期
が
収
量
に
与
え
る
影
響
（

SU
PA

-M
G
）
、
⑥

陸
稲

品

種
の
耐
冷
性
評
価
、
⑦

SU
PA

関
連
品
種
の
品
種
試
験
、
⑧
収
穫

後
処

理
過

程
に

お
け

る
砕
米
発
生
研
究
、
⑨
カ
リ
ウ
ム
の
成
長
及
び
収
量
に
与
え

る
効

果
、
⑩

S
U

PA
-M

G

の
栽

培
密

度
試

験
、

⑪
窒

素
施

肥
時

期
が

成
長

及
び

収
量

に
与

え
る

効
果

、
⑫

種
子

の
品

質
が

成
長

及
び

収
量

に
与

え
る

効
果

、
⑬

リ
ン

が
成

長
及

び
収

量
に

与
え

る
効

果
。

 

M
t. 

M
ak

ul
u 

試
験

場
 

①
配

合
肥

料
施

肥
試

験
、

②
陸

稲
品

種
の

耐
冷

性
評

価
、

③
品

種
試

験
、

④
低

地
条

件
に

お
け

る
雑

草
管

理
試

験
、

⑤
陸

稲
品

種
試

験
、

⑥
水

稲
品

種
試

験
及

び
種

子
増

殖
、
⑦
適
切
な
育
苗
方
法
、
⑧
種
子
浸
漬
時
間
試
験
、
⑨

N
E

R
IC

A
 3

品
種
（

1、
4、

10
）
の
ヒ
コ
バ
エ
収
量
評
価
試
験
。

 

 （
4）

20
19

年
の
研
究
計
画

 

20
19

/2
0
作
期
の
稲
研
究
活
動
に
関
す
る
計
画
を
決
め
る
た
め
、
稲
研
究
者

会
議

が
20

19
年

8
月
に

開

催
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
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活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

1.
2 

研
究

所
で

研
究

を
実

施

し
、

結
果

を
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

運
営

会
議

で
報

告

す
る

。
 

（
1）

試
験

場
内
で
実
施
さ
れ
た
研
究

 

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
稲
研
究
は
、

20
16

/1
7
作
期
以
降
、
主
と
し
て

M
an

sa
試
験

場
（

ル
ア

プ

ラ
州

）
と

M
t. 

M
ak

ul
u
試
験
場
（
ル
サ
カ
州
）
で
実
施
さ
れ
て
き
た
。

20
18

/1
9
作

期
の
稲
研

究
が

実
施

中
で

あ
る
。
西
部
州
に
あ
る

M
on

gu
試
験
場
に
お
け
る
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

稲
研

究
は

、
20

16
/1

7
作

期

の
み

実
施
さ
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
稲
研
究
に
関
す
る
詳
細
情

報
に

つ
い

て
は

、
付

属
資

料

1.
「
合

同
終
了
時
評
価
報
告
書
（
英
文
）
」
の

A
nn

ex
 7

を
参
照
の
こ
と
。

 

（
2）

研
究

結
果
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
会
議
へ
の
報
告

 

Z
A

R
I
は
毎
年
、
稲
研
究
者
会
議
を
実
施
し
て
い
る
。

20
16

/1
7
作
期
の
研

究
結

果
は

、
20

17
年

9
月

25
日

～
26

日
に
開
催
さ
れ
た
会
議
で
報
告
さ
れ
た
。

20
17

/1
8
作
期
の
研
究
結

果
は
、

20
17

年
9
月

5
日

開
催

の
会
議
で
発
表
さ
れ
た
。

20
19

年
に
つ
い
て
は
、

8
月
に
開
催
予
定
の
稲

研
究

者
会

議
で

発
表

さ
れ

る
予

定
で
あ
る
。

 

90
％

 
20

18
/1

9
作

期
の

研
究

結
果

を
取

り
ま

と
め

中

で
あ

る
。

20
18

/1
9
作

期

の
研

究
結

果
は

20
19

年
8
月

に
開
催

予
定

の

稲
研

究
者

会
議

で
発

表

予
定

で
あ
る

。
ま

た
、

8

月
あ

る
い
は

9
月

に
開

催
さ

れ
る

JC
C
会

議
で

も
発

表
さ
れ

る
。

 

1.
3 

農
家

圃
場

試
験

の
た

め

の
計

画
を
作

成
す

る
。

 

（
1）

20
16

/1
7
作
期
の
試
験

 

稲
品

種
適
応
性
に
関
す
る
農
家
圃
場
試
験
が
ル
ア
プ
ラ
州
、
東
部
州
、
西
部

州
の

計
8
カ
所
（

8
郡

）

で
実

施
さ
れ
た
。
下
表
に
農
家
圃
場
試
験
の
場
所
を
示
す
。

 

N
o.

 
州

 
郡

 
試
験
し
た
品
種

 
備
 

考
 

1 
ル

ア
プ
ラ

 
C

he
m

be
 

N
E

R
IC

A
1,

 4
, 

10
, I

TA
23

0,
 

S
U

PA
-M

G
, 

K
ir

om
be

ro
 

豪
雨

と
除

草
不
足

の
た

め
、

デ
ー

タ
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
2 

 
M

an
sa

 

3 
 

M
w

en
se

 

4 
 

S
am

fy
a 

5 
東

部
 

M
am

bw
e 

豪
雨

と
水

管
理
が

困
難

で
あ
っ

た
め

、
デ

ー
タ

が
得

ら

れ
な
か
っ
た
。

 
6 

 
N

yi
m

ba
 

7 
西

部
 

K
ao

m
a 

試
験
場
か
ら
報
告
が
上
が
っ
て
こ

な
か

っ
た

。
 

8 
 

L
ua

m
pa

 
C

/P
か
ら
報
告
が
上
が
っ
て

こ
な

か
っ

た
。

 

 （
2）

20
17

/1
8
作
期
の
試
験

 

S
U

PA
-M

G
の
耐
冷
性
評
価
の
た
め
、
ル
ア
プ
ラ
州
内
の

4
カ
所
で
農
家
圃
場

試
験

が
実

施
さ

れ
た

。

東
部

州
N

yi
m

ba
郡
で
は
、

N
E

R
IC

A
品
種
の
適
応
性
評
価
に
関
す
る
農
家
圃
場

試
験

が
2
カ
所

で
実

施

さ
れ

た
。

 

 

10
0％

 
20

18
/1

9
作

期
の

農
家

圃
場

試
験

を
実

施
中

で

あ
る

。
収

穫
後

に
、

収

集
し

た
デ

ー
タ

の
解

析

が
行

わ
れ

、
整

理
さ

れ

る
。
そ

の
研

究
結

果
は
、

稲
研

究
者

会
議

及
び

JC
C

会
議

で
発

表
さ

れ

る
予

定
。

 

 

1.
4 

農
家

圃
場

試
験

を
実

施

す
る

。
 

 

80
％

 



 

 

－14－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 
 

N
o.

 
州

 
郡

 
試
験
し
た
品
種

 
備
 

考
 

1 
ル

ア
プ
ラ

 
S

am
fy

a 
S

U
PA

-M
G

 
C

he
m

be
、

C
hi

pi
li、

M
w

en
se

の
各

郡
で
収

量
構

成
要
素
デ
ー
タ
が
収
集

さ
れ

た
。

S
am

fy
a
郡
で

は
、

鳥
害

の
た

め
に

デ
ー

タ
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
。

 

2 
 

C
he

m
be

 

3 
 

C
hi

pi
li 

4 
 

M
w

en
se

 

5 
東

部
 

N
yi

m
ba

 
N

E
R

IC
A

1,
 N

E
R

IC
A

 

4,
 N

E
R

IC
A

 1
0 

デ
ー
タ
が
得
ら
れ
、
良

好
な
成
果

が
得

ら
れ

た
。

 

6 
 

M
am

bw
e 

  （
3）

20
18

/1
9
作
期
の
試
験

 

S
U

PA
-M

G
品
種
の
耐
冷
性
評
価
の
た
め
、
ル
ア
プ
ラ
州
内
の

6
カ
所
で
試

験
が

実
施

さ
れ

た
。

東
部

州
N

yi
m

ba
郡
で
は
、

N
E

R
IC

A
 4
品
種
の
適
応
性
評
価
が

1
カ
所
で
実
施
さ
れ

た
。

 

N
o.

 
州

 
郡

 
試
験
し
た
品
種

 
備
 

考
 

1 
ル

ア
プ
ラ

 
S

am
fy

a 
S

U
PA

-M
G

 
20

19
年

5
月
中
旬
ま

で
に

稲
の

サ
ン

プ
ル

が
収

集
さ

れ
る

予
定

で
あ

り
、

収
量

構
成

要
素

が
5

月
末

ま
で

に
算

出
さ

れ
る

予
定

。
気

温
デ

ー
タ

は
、

7
月
末
ま
で
観

測
さ
れ

る
予

定
。

 

2 
 

M
an

sa
 

3 
 

M
w

en
se

 

4 
 

C
he

m
be

 

5 
 

C
hi

pi
li 

6 
北

部
 

L
uw

in
gu

 

7 
東

部
 

N
yi

m
ba

 
N

E
R

IC
A

 4
 

  
 

1.
5 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
お

い

て
ク

リ
ー

ン
な

種
子

生

産
を

支
援
す

る
。

 

20
16

/1
7
作
期
の
稲
普
及
活
動
に
用
い
る

N
E

R
IC

A
 4

品
種
の
種
子
は
、
種
子
会
社

か
ら

購
入

し
た

。
し

か
し

な
が

ら
、
他
品
種
と
の
混
合
割
合
が
高
く
、
低
い
品
質
の
種
子
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
種

子
生

産
に

関
す

る

こ
の

活
動
が

PD
M

内
に
追
記
さ
れ
た
。

20
17

/1
8
作
期
と

20
18

/1
9
作
期
の
普
及

活
動
に

用
い

る
N

E
R

IC
A

4

種
子

に
つ

い
て

は
、

西
部

州
M

on
gu

に
あ

る
N

am
us

ha
ke

nd
e 

F
ar

m
er

 
In

st
itu

te
や

G
ol

de
n 

V
al

le
y 

A
gr

ic
ul

tu
ra

l R
es

ea
rc

h 
T

ru
st（

G
A

R
T
）
で
生
産
さ
れ
た
種
子
や

M
an

sa
試
験
場
で

生
産

さ
れ

た
種

子
な

ど
を

用
い

た
。
な
お
、
試
験
研
究
用
の
種
子
は
、

M
an

sa
試
験
場
及
び

M
t. 

M
ak

ul
u
試

験
場

で
増
殖

さ
れ

た
種

子

を
用

い
た
。

 

10
0％

 
完

了
 



 

 

－15－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

1.
6 

栽
培

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を

開
発

し
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
運

営
会

議
に

結
果

を

報
告

す
る
。

 

2
種
類

の
稲
栽
培
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

1
つ
は
“

R
ic

e 
C

ul
tiv

at
io

n 
M

an
ua

l（
稲

作

マ
ニ

ュ
ア
ル
）”

で
、
も
う

1
つ
は
“

A
er

ob
ic

 R
ic

e 
P

ro
du

ct
io

n 
M

an
ua

l（
陸
稲

栽
培
マ

ニ
ュ

ア
ル
）
”

で
あ

る
。

陸
稲
栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
主
と
し
て
、

N
E

R
IC

A
4
品
種
の
栽
培
に
関
す

る
も

の
で

、
キ

ャ
ン

プ
普

及

員
や

農
家

な
ど

稲
作

を
あ

ま
り

知
ら

な
い

人
の

利
用

を
想

定
し

て
い

る
。

こ
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

ド
ラ

フ
ト

が

20
18

年
に

作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
稲
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
タ
ー

ト
レ

ー
ナ

ー
（

M
T
）
研

修
（

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
を
通
じ
て
ド
ラ
フ
ト
が
作
成
さ
れ
、

M
T
に
配
付
済
み
で

あ
る
。
こ
の

稲
作

マ
ニ

ュ

ア
ル

に
は
、
水
稲
・
陸
稲
両
方
の
栽
培
技
術
が
含
ま
れ
て
い
る
。

20
18

/1
9
作
期

の
農

家
圃

場
試

験
の

結
果

を

勘
案

し
つ
つ
、
稲
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
陸
稲
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
最
終
版
が

20
19

年
8
月

ま
で

に
作

成
さ

れ
る

予

定
と

な
っ
て
い
る
。

 

な
お

、
20

18
年

10
月

12
日
に
開
催
さ
れ
た

JC
C
会
議
で
は
、
稲
の
普
及
シ
ス
テ
ム

及
び

稲
作

普
及

パ
ッ

ケ

ー
ジ

の
コ

ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
。

2
種
類
の
稲
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
最

終
版

）
は
、

20
19

年
8

月
に

開
催
予
定
の

JC
C
会
議
で
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

 

80
％

 
20

19
年

7
月
ま

で
に

稲

作
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
が

最

終
化

さ
れ

る
予

定
。

稲

作
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

最

終
版

は
、

全
国

農
業

展

示
会
（

20
19

年
8
月

開

催
予

定
）
、
本
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

の
セ

ミ
ナ

ー
（

同

年
8
月
）
、
稲
研

究
者

会

議
、

JC
C

会
議

で
発

表

さ
れ

る
予
定

。
 

1.
7 

コ
メ

生
産

ポ
テ

ン
シ

ャ

ル
ペ

ー
パ

ー
を

更
新

す

る
。

 

コ
メ

生
産
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
ペ
ー
パ
ー
は
、
前
フ
ェ
ー
ズ
の

JI
C

A
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（

Fo
D

is
-R

）
実

施
中
の

20
15

年
に

作
成
さ
れ
た
。

20
18

年
9
月

6
日
に
は
、
編
集
者
会
議
が
開
か
れ
、

新
し
い

目
次

案
が

作
成

さ
れ

た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
各
種
試
験
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
、

20
19

年
7
月
ま
で

に
、

コ
メ

生
産

ポ
テ

ン
シ

ャ

ル
ペ

ー
パ
ー
の
改
訂
が
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

70
％

 
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
ペ

ー
パ

ー
の

更
新
が

20
19

年
7

月
ま

で
に

完
了

す
る

予

定
。

 

そ
の

他
 

ザ
ン

ビ
ア

の
生

態
系

に

適
合

す
る

品
種

を
開

発

す
る

。
 

ザ
ン

ビ
ア
に
あ
る
稲
品
種
の
多
く
は
、
海
外
か
ら
導
入
し
た
品
種
で
あ
り
、
ザ
ン

ビ
ア

の
各

生
態

系
に

適
合

す

る
う

え
で
若
干
の
困
難
さ
も
あ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
中
、
ザ
ン
ビ
ア
人
研

究
者

が
、
北
海

道
大

学
に

お

い
て

育
種
を
学
び
、

SU
PA

品
種
と
日
本
の
品
種
と
を
交
配
し
た
。

2
年
間
、
育

種
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
実

施
し

た

結
果

、
SU

PA
品

種
よ

り
も

生
育

期
間

や
耐

冷
性

の
面

で
よ

り
高

い
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
を

も
つ

可
能

性
の

あ
る

12
0
系

統
の
品
種
を
持
ち
帰
っ
た
。

 

10
0％

 
更

に
有

望
系

統
の

選
別

作
業

が
次

期
栽

培
シ

ー

ズ
ン

に
継

続
さ

れ
る

予

定
（

Z
A

R
I
に
よ

っ
て
）
。 

2.
1 

郡
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
調

査

を
通

じ
て

稲
作

適
地

選

定
の

た
め

の
基

準
を

作

成
す

る
。

 

ザ
ン

ビ
ア
に
は
、

10
3
の
郡
が
あ
っ
た
（

20
16

年
時
点
）
。
そ
の
す
べ
て
の
郡
に

つ
い
て

、
郡

農
業

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

調
査
が

実
施
さ
れ
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
農
業
省
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力

さ
れ
た

。
そ

し
て
、
以

下

の
稲

作
適
地

選
定
の
た
め
の
基
準
が
設
定
さ
れ
た
。

 
①

郡
農

業
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
が
で
き
て
い
る
、
②
郡
稲
生
産
・
普
及
戦
略
が
あ
る
、
③

稲
作

に
と
っ

て
良

い
環

境

が
あ

る
、
④

F
IS

P（
農
業
投
入
財
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
：

F
ar

m
 I

np
ut

 S
ub

si
dy

 P
ro

gr
am

m
e）

と
N

R
D

S
の

対
象

地
区

に
含
ま
れ
る
郡
、
⑤
シ
ニ
ア
農
業
官
（

S
en

io
r A

gr
ic

ul
tu

re
 O

ff
ic

er
：

S
A

O
）
、
普

及
手
法
担

当
官

あ
る

い

は
作

物
担
当
官
が
い
る
郡
、
⑥
能
力
の
あ
る
普
及
員
が
い
る
、
⑦
稲
作
に
関
心
を

も
つ

農
家

が
い

る
、
⑧

道
路

網
に

近
い

こ
と
。

20
16

年
に
は
、
作
成
さ
れ
た
郡
農
業
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
稲
作
適

地
選

定
基
準

に
基

づ
き

、

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
対
象
と
す
る
郡
が
選
定
さ
れ
た
。

 

10
0％

 
完

了
 



 

 

－16－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

2.
2 

郡
農

業
戦

略
を

用
い

て

候
補

の
郡

を
選

定
す

る
。

 

20
16

/1
7
作

期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
郡
は
、
対
象

6
州
に
お
い
て
、
上
記
の
選
定

基
準
を

用
い

て
、

州
農

業

事
務

所
が
選
定
し
た
。

20
18

/1
8
作
期
に
お
い
て
は
、
選
定
基
準
と
郡
事
務
所
が

提
出

し
て

き
た

20
16

/1
7
作

期
の

稲
収
穫
後
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
の
内
容
を
勘
案
し
て
、
対

象
郡

を
選
定

し
た
。
同

じ

手
順

が
20

18
/1

9
作
期
に
も
適
用
さ
れ
た
。
選
定
さ
れ
た
郡
の
数
は
、
作
期
ご
と
に
、

35
郡
（

20
16

/1
7
作
期

）、

17
郡
（

20
17

/1
8
作
期
）
、

14
郡
（

20
18

/1
9
作
期
）
で
あ
る
。
下
表
に
各
作
期
の
対

象
の

郡
数

及
び

キ
ャ

ン
プ

数
を

示
す
（

2
年
目
以
降
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
活
動
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
く

な
い

郡
を

外
し

て
き

た
）
。

 

 

選
定

さ
れ
た

6
州
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
（
稲
作
普
及
活
動
の
対
象
）
の

郡
数

及
び

キ
ャ

ン
プ

数
 

州
 

20
16

/1
7
作
期

 
20

17
/1

8
作
期

 
20

18
/1

9
作
期

 

郡
の
数

 
キ
ャ
ン
プ
数

 
郡
の
数

 
キ
ャ
ン
プ
数

 
郡

の
数

 
キ

ャ
ン

プ
数

 

東
部

 
4 

15
 

4 
14

 
4 

14
 

ル
ア

プ
ラ

 
8 

28
 

7 
17

 
5 

17
 

ム
チ

ン
ガ

 
6 

14
 

1 
2 

--
- 

--
- 

北
西

部
 

4 
9 

3 
5 

3 
4 

北
部

 
8 

16
 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

西
部

 
5 

11
 

2 
4 

2 
3 

計
 

35
 

93
 

17
 

42
 

14
 

38
 

 
 

10
0％

 
完

了
 

2.
3 

マ
ス

タ
ー

ト
レ

ー
ナ

ー

（
M

T
）

を
選
定

す
る

。
 

JI
C

A
の

R
E

S
C

A
P
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
農
村
振
興
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
：

20
09
～

20
14

年
）
の

終
了

時（
20

14

年
12

月
）
に
認
証
を
受
け
た

M
T
の
な
か
か
ら

20
名
の

M
T
が
選
定
さ
れ
た
（

20
16

年
）
。
本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
け
る

M
T
の
主
た
る
役
割
は
、
普
及
員
向
け
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
準
備
し

、
講

師
と
し
て

研
修

を
実

施

す
る

こ
と
で

あ
る
。

20
17

年
に
は
、
対
象
州
の
農
業
省
職
員
（

Z
A

R
I
含
む
）
か
ら
追

加
の

M
T
が
選

定
さ

れ

た
（

対
象

州
に
最
低
で

3
名
の

M
T
が
配
置
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
計

23
名
と
な

っ
た

）。
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

期

間
中

に
配
置
さ
れ
た

M
T
の
合
計
人
数
は

38
名
で
あ
る
。

M
T
の
詳
細
情
報
（

氏
名

、
職

員
、

配
置

期
間

な

ど
）

に
つ
い
て
は
、
付
属
資
料

1.
「
合
同
終
了
時
評
価
報
告
書
（
英
文
）
」
の

A
nn

ex
 8

を
参

照
の

こ
と

。
な

お
、

終
了
時
評
価
時
点
の

M
T
人
数
は
、

22
名
で
あ
る
（

20
18

/1
9
作
期
）
。

 

10
0％

 
完

了
 

2.
4 

M
T

と
と

も
に

稲
栽

培

環
境

ご
と

に
普

及
計

画
、

研
修

計
画

を
策

定

各
作

期
が
始
ま
る
前
に
、

M
T
と

Z
A

R
I
研
究
者
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
地
区
の

た
め

の
研

修
計

画
（

日
程

と

内
容

）
を
準
備
し
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

N
E

R
IC

A
4
を
用
い
て
稲
作
普
及
を

図
る

対
象

地
区

は
、
ダ
ン

ボ

環
境

を
も
つ
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
研
修
タ
イ
ト
ル
は
、
「

N
E

R
IC

A
米
栽
培

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

と
な

っ

10
0％

 
完

了
 



 

 

－17－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

す
る

。
 

て
い

る
。

20
17

/1
8
作
期
に
は
、
普
及
員
の
た
め
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る

レ
ビ

ュ
ー

会
議

の
結

果
を

踏

ま
え

て
、
研

修
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
改
良
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

20
18

/1
9
作
期
前
に
も

M
T
に

よ
っ

て
研

修
プ
ロ

グ

ラ
ム

が
修
正
さ
れ
た
。
主
な
修
正
点
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
及
び
デ
モ
圃
場
活
動

報
告
に

関
す

る
も

の
で

あ

る
。

20
18

/1
9
作
期
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
付
属
資
料

1.
「
合
同
終

了
時

評
価

報
告

書
（

英
文

）」

の
A

nn
ne

x 
9
を
参
照
の
こ
と
。

 

2.
5 

講
師

研
修

（
T

O
T
）

及

び
普

及
員

研
修

を
実

施

す
る

。
 

（
1）

M
T
用
講
師
研
修
（

To
T
）
の
実
施

 

To
T
と
し
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

20
16

年
7
月
以
降
、

20
19

年
2
月
ま
で

に
15

回
実
施

さ
れ

た
。

既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
計

38
名
の

M
T
が
育
成
さ
れ
た
。

 

 （
2）

普
及

員
向
け
〔

SA
O
及
び
作
物
普
及
員
（

C
ro

p 
H

us
ba

nd
ry

 O
ff

ic
er
：

C
H

O
）
を
含
む

〕
研

修
の
実
施

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

対
象

郡
に

勤
務

す
る

キ
ャ

ン
プ

普
及

員
向

け
研

修
が

各
栽

培
シ

ー
ズ

ン
前

と
収

穫
時

期
に

各
州
で
実
施
さ
れ
た
。

 

 上
記

の
M

T
用
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
普
及
員
向
け
研
修
の
実
施
実
績
に
つ
い
て
は

、
付

属
資
料

1.「
合
同

終
了

時
評

価
報
告
書
（
英
文
）
」
の

A
nn

ex
 1

0
を
参
照
の
こ
と
。

  

95
％

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
時

ま
で

に
更

に
、

M
T

向

け
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

が

1～
2
回

開
催
さ

れ
る

予

定
。

 

2.
6 

農
家

圃
場

に
お

け
る

圃

場
研

修
の

た
め

の
計

画

を
作

成
す
る

。
 

各
作

期
前
に

実
施
さ
れ
た
普
及
員
向
け
研
修
の
期
間
中
、
キ
ャ
ン
プ
普
及
員
は
、
そ

れ
ぞ

れ
の
担

当
の

郡
で

の

デ
モ

圃
場
で

の
圃
場
研
修
計
画
を
作
成
し
た
。
普
及
員
研
修
参
加
後
に
は
、
キ
ャ
ン

プ
普
及

員
が

2
名

の
リ

ー

ド
農

家
（

le
ad

 f
ar

m
er
）
と

1
名
の
リ
ー
ド
農
家
当
た
り

14
名
の
参
加
農
家
を
選
定

し
た
（

1
デ
モ

圃
場
当
た

り
1
名

の
リ
ー
ド
農
家
と

14
名
の
参
加
農
家
の
計

15
名
）。

リ
ー
ド
農
家
の
稲

作
予

定
圃

場
が

デ
モ

圃
場

と

な
っ

た
。
デ
モ
圃
場
の
規
模
は
、

10
m
×

20
m
（

20
0m

2 ）
で
、
各
農
家
に

N
E

R
IC

A
4
の
種
子

1k
g
が
配

付
さ

れ
た

。
リ

ー
ド
農
家
の
デ
モ
圃
場
を
使
っ
て
、

14
名
の
参
加
農
家
を
含
む
農
家
は

稲
作

を
実
践

し
つ

つ
学

ん

だ
。
デ
モ

圃
場
に
お
け
る
播
種
後
の
栽
培
管
理
は
、
リ
ー
ド
農
家
、
参
加
農
家
、
キ

ャ
ン

プ
普
及

員
が

担
当

し

た
。

 

 下
表

に
、
作
期
ご
と
の
、
計
画
し
た
デ
モ
圃
場
数
、
実
際
に
活
動
し
た
デ
モ
圃
場

数
、
農

家
数
（

リ
ー

ド
農

家

と
参

加
農
家
）
を
示
す
。

20
18

/1
9
作
期
に
つ
い
て
は
、
収
穫
あ
る
い
は
収
穫
後
処

理
が
進

行
中

で
あ

り
、

暫

定
値

で
あ
る

。
 

農
家

向
け
研
修
が
実
施
さ
れ
た
デ
モ
圃
場
は
、
延
べ
数
で

33
4
カ
所
で
あ
る
（
場
所

に
よ
っ

て
は

、
3
作

期
継

続
し

て
い
る
デ
モ
圃
場
も
あ
る
）
。
参
加
農
家
の
延
べ
数
は
、

4,
78

8
名
で
あ
る
（
こ
れ

も
複
数

作
期
、
同

じ
農

10
0％

 
完

了
 

2.
7 

農
家

圃
場

に
お

け
る

圃

場
研

修
を
実

施
す

る
。

 

95
％

 
稲

収
穫

作
業

が
完

了
し

て
い

な
い

デ
モ

圃
場

が

複
数

あ
る

。
ま

た
、

普

及
員

か
ら

の
報

告
書

の

提
出

を
待

っ
て

い
る

段

階
に

あ
る
。

 



 

 

－18－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

家
が

参
加
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
）
。
女
性
農
家
の
割
合
は

49
.1
％
で
あ
っ
た
。

 

 

作
 
期

 
計
画
し
た
デ

モ
圃
場
の
数

 

活
動
実
施
し
た
デ

モ
圃
場
の
数

 

参
加
農
家
数

 

（
リ
ー
ド
農
家
と
参
加
農
家

） 

女
性

の
割
合

 

（
参

加
農
家

）（
％
） 

20
16

/1
7 

18
6 

18
6 

2,
74

0 
50

.4
 

20
17

/1
8 

89
 

89
 

1,
15

9 
47

.7
 

20
18

/1
9 

59
 

59
 

88
9 

47
.4

 

計
/平

均
 

33
4 

33
4 

4,
78

8 
49

.1
 

 
 

2.
8 

圃
場

研
修

サ
イ

ト
の

状

況
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
、
結
果
を

報
告

す
る
。 

キ
ャ

ン
プ

普
及

員
が

リ
ー

ド
農

家
及

び
参

加
農

家
を

対
象

に
デ

モ
圃

場
に

お
い

て
稲

作
に

係
る

研
修

を
実

施

し
た

。
キ

ャ
ン
プ
普
及
員
が
時
々
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
郡
事
務
所
、
州
事
務
所

、
農

業
省
本
部

の
職

員
も

）
、

サ
イ

ト
選

定
、
研

修
実

施
、

播
種

、
除

草
、

栽
培

管
理

、
収

穫
作

業
な

ど
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
た

。
20

18
/1

9

作
期

の
場
合
、
キ
ャ
ン
プ
普
及
員
に
は
、
月
例
報
告
書
提
出
を
義
務
づ
け
た
。

20
16

/1
7
作
期
と

20
17

/1
8
作

期
の

場
合
は
、
作
期
終
了
時
の
報
告
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
た
。

20
16

/1
7
作
期
の
報

告
書

提
出

に
つ

い
て

は
、

報
告

書
提

出
時

期
の

大
幅

な
遅

れ
や

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

た
デ

ー
タ

の
正

確
性

が
低

い
な

ど
の

問
題

が
あ

っ

た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
た
め
、

20
17

/1
8
作
期
以
降
、
日
本
側
か
ら
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
活

動
用

に
燃

料

費
を

、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
地
区
が
あ
る
キ
ャ
ン
プ
普
及
員
、
郡
農
業
事
務
所
、
州

農
業

事
務
所

に
提

供
す

る

こ
と

と
し
た
。
下
表
に
、
計
画
し
た
デ
モ
圃
場
数
、
活
動
を
実
施
し
た
デ
モ
圃
場

数
、
報

告
書
を

提
出

し
た

キ

ャ
ン

プ
普
及
員
の
人
数
、
報
告
書
提
出
率
を
記
載
す
る
。

20
18

/1
9
作
期
の
場
合
、

20
18

年
11

月
～

20
19

年
 

 

作
 
期

 
計
画
し
た
デ
モ
圃

場
の
数

 

活
動
実
施
し
た
デ

モ
圃
場
の
数

 

報
告
書
を
提
出
し
た

キ
ャ
ン

プ
普
及
員
の

人
数

 

報
告

書
提
出

率
（

％
）

 

20
16

/1
7 

18
6 

18
6 

16
1 

86
.6

 

20
17

/1
8 

89
 

89
 

85
 

95
.5

 

20
18

/1
9 

59
 

59
 

55
.2

4（
5
カ
月
間
の
平

均
値

） 
93

.6
 

計
/平

均
 

33
4 

33
4 

30
5 

91
.9

 
 

 
3
月
ま

で
の

5
カ
月
間
の
平
均
値
を
記
載
し
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
の
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
は

、
本

プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト
の
大
き
な
課
題
の

1
つ
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
価
す

る
た
め

に
は

、
デ

ー
タ
収

集
方

法
の
更
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

 

90
％

 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報

告
書

の
提

出
が

5
月

末
ま

で

に
完

了
す

る
見

込
み

。

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

レ
ポ

ー

ト
内

の
情

報
を

整
理

し
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結

果
を

取
り

ま
と

め
る

予

定
。

 



 

 

－19－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

3.
1 

普
及

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の

概

要
を

決
め
る

。
 

稲
作

普
及
パ

ッ
ケ
ー
ジ
の
概
要
案
が

20
17

年
3
月
に
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

20
17

年
10

月
30

日
～

31

日
に

開
催
さ
れ
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
議
論
を
通
じ
て

、
稲

作
普
及

パ
ッ

ケ
ー

ジ

の
目

次
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
目
次
案
に
つ
い
て
の
議
論
が
継
続
さ
れ
、

20
18

年
6
月

に
ド

ラ
フ

ト
文

書
案
が
作
成
さ
れ
た
。

20
19

年
5
月

7
日
～

9
日
に

M
T
を
集
め
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
が

開
催

さ
れ

、
更

に
目

次
案
の

見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
稲
試
験
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
、

20
19

年
7
月

ま
で

に
最
終

版
の

稲
作

普

及
パ

ッ
ケ
ー
ジ
が
作
成
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

  

10
0％

 
完

了
 

3.
2 

活
動

1
と

活
動

2
を
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

す
る

。
 

ザ
ン

ビ
ア
側

C
/P

と
JI

C
A

専
門
家
が
協
力
し
て
、

Z
A

R
I
の
試
験
場
で
の
稲
研

究
と

農
家

試
験

圃
場

で
の

研

究
を

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
き
た
。
研
究
結
果
は
、
毎
年
開
催
さ
れ
る
稲
研
究
者
会

議
で

発
表

さ
れ

て
き

た
。
デ

モ
圃

場
で
の
活
動
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
、
キ
ャ
ン
プ
普
及
員
、

M
T
、
農
業
省
本
部

の
職
員

等
が

行
っ

て
き

た
。

デ
モ

圃
場
の
活
動
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
は
、
携
帯
電
話
を
用
い
た
「
ス
マ
ー
ト
・
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

」
方
法

や
記

録
紙

（
lo

g-
sh

ee
t）

が
用

い
ら
れ
た

。
20

18
/1

9
作

期
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
活
動
は

、
稲

の
収

穫
・

収
穫

後
処

理

が
終

了
す
る
ま
で
継
続
す
る
。

 

90
％

 
20

18
/1

9
作

期
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

活
動

は
、

20
19

年
6
月
ま

で
に

終

了
す

る
予
定

。
 

3.
3 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

を

整
理

し
、
評

価
す

る
。

 

既
述

の
と
お
り
、

Z
A

R
I
試
験
場
（

M
an

sa
と

M
t. 

M
ak

ul
u）

に
お
け
る
研
究
活
動

と
農

家
試

験
圃

場
に

お
け

る
試

験
活
動
が
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
、
デ
ー
タ
が
分
析
さ
れ
、
分
析
結
果
は
稲
研
究
者
会

議
で
発

表
さ

れ
た

。
 

農
家

試
験
圃
場
に
お
い
て
も
記
録
紙
（

lo
g-

sh
ee

t）
を
用
い
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が

定
期

的
に

実
施

さ
れ

た
。
そ

の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
の
分
析
は
、
作
期
ご
と
に
実
施
さ
れ
た
。
分
析
結
果
に
基

づ
き
、
よ
り

良
い

成
果

を

得
る

た
め
に
、
次
期
シ
ー
ズ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
の
修
正
を
行
っ
て
き
た
。

 

80
％

 
20

18
/1

9
作

期
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

結
果

の
整

理

と
そ

の
評

価
が

20
19

年
7
月

ま
で
に

実
施

さ

れ
る

予
定
。

 

3.
4 

稲
の

普
及

パ
ッ

ケ
ー

ジ

を
開

発
す
る

。
 

活
動

3.
1
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
稲
作
普
及
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ド
ラ
フ
ト
が

20
18

年
に

作
成
さ
れ

た
。
そ
の

後
、

20
19

年
5
月
開
催
の

M
T
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
時
に
、
修
正
目
次
案
が
作
成
さ
れ

た
。
稲

作
試

験
結

果
を

踏

ま
え

て
、
最

終
版
の
稲
作
普
及
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

20
19

年
7
月
ま
で
に
作
成
さ
れ
る

予
定

で
あ

る
。

 

80
％

 
稲

作
普

及
パ

ッ
ケ

ー
ジ

の
最

終
化
が

20
19

年
7

月
ま

で
に

行
わ

れ
る

予

定
。

 

そ
の

他
 

＜
リ

モ
ー

ト
セ

ン
シ

ン

グ
技

術
を

用
い

た
ダ

ン

ボ
地

域
に

お
け

る
稲

作

適
地

選
定

に
関

す
る

活

動
＞

 

ダ
ン

ボ
地
域
に
お
け
る
稲
作
適
地
を
選
定
す
る
た
め
、
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
・

G
IS

技
術

の
移

転
の

た
め

に
、

短
期

専
門
家
が

3
回
派
遣
さ
れ
た
。
下
表
に
研
修
内
容
を
示
す
。
稲
作
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
地

域
特

定
の

た
め

の
簡

易
手

順
書
（

案
）
が
作
成
さ
れ
た
。

 

     

50
％

 

 

解
析

結
果

の
図

化
を

仕

上
げ

、
報

告
書

を
作

成

す
る

た
め

に
、

ワ
ー

ク

シ
ョ

ッ
プ

を
開

催
す

る

必
要

が
あ
る

。
 



 

 

－20－ 

活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 
 

 
期

 
間

 
主
な
研
修
内
容

 
参

加
者

数
 

1 
20

17
年

1
月

 

（
9
日
間
）

 

1-
1 
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
・

 G
IS

の
基
礎

 

1-
2 
現
地
調
査
技
術
の
基
礎

 

1-
3 
衛
星
画
像
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
と

G
IS

デ
ー
タ
セ
ッ
ト

 

1-
4 

G
IS

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
と
衛
星
画
像
の
統
合

 

7
名

の
上

級
土

地
官

が
参

加
（

各
州

1
名
：
東

部
州

、

北
西

部
州

、
北

部
州

、
ル

ア
プ

ラ
州

、
西

部
州

、
カ

ッ
パ

ー
ベ

ル
ト

州
、

中
央

州
）

 

2 
20

17
年

5
月

 

（
17

日
間
）

 

2-
1 

衛
星

画
像

解
析

実
践

と
稲

作
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
地

域
の

G
IS

統
合

 

2-
2 
衛
星
画
像
解
析
の
現
地
確
認

 

2-
3 
稲
作
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
地
域
の
図
化

 

2-
4 
コ
メ
生
産
量
の
推
計

 

3 
20

18
年

1
月

 

（
17

日
間
）

 

3-
1 

実
践

的
衛

星
画

像
解

析
の

評
価

と
稲

作
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
地
域
の

G
IS

統
合

 

3-
2 
衛
星
解
析
結
果
の
フ
ィ
ー
ル
ド
検
証

 

3-
3 
稲
作
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
図
の
評
価

 

3-
4 

稲
作

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

地
域

と
コ

メ
生

産
推

計
の

た
め

の
持
続
的
作
業
計
画
の
作
成

 

9
名

の
上

級
土

地
官

が
参

加
（

東
部

州
、
北

西
部

州
、

北
部

州
、

ル
ア

プ
ラ

州
、

西
部

州
、

カ
ッ

パ
ー

ベ
ル

ト
州

、
南

部
州

、
ム

チ
ン

ガ
州

、
中
央

州
）

 

 リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
研
修
の
結
果
と
し
て
、
中
央
州
、
北
西
部
州
、
ル
ア
プ
ラ
州

、
南

部
州
、
カ

ッ
パ

ー
ベ

ル
ト

州
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な
縮
尺
で
の
稲
作
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
図
が
作
成
さ
れ
た

。
稲

作
ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

地

域
の

図
化
に
関
す
る
成
果
を
取
り
ま
と
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
修
に
参
加

し
た
職

員
を

招
い

て
、
少

な
く

と
も
更
に

1
回
、

1
週
間
程
度
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
必
要
が
あ

る
。

  

4.
1 

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

と

の
国

家
レ

ベ
ル

会
議

を

支
援

す
る
。

 

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
農
業
省
が
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
コ
メ
・
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ

ー
会

議
の

準
備

を
支

援

し
た

。
こ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
議
は
、

20
17

年
7
月

12
日
に
第

2
次
国
家

稲
作

開
発

戦
略

（
SN

R
D

S）

を
発

表
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
の
会
議
開
催
を
支

援
し

た
。

C
A

R
D
職

員
が
ザ

ン
ビ

ア
を
訪
れ
た
際
（

20
16

年
11

月
29

日
）
に
も
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
議

が
開
催

さ
れ

、
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
関
係
者
も
含
む
コ
メ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
で
今
後
実
施
す
べ
き
稲
関

連
活

動
に

つ
い

て
の

議
論

が

行
わ

れ
た
。
コ
メ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
議
は
、

20
18

年
2
月

22
日
に
も
開

催
さ
れ

た
。
本

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
Z

C
A

R
D
（
ザ
ン
ビ
ア

C
A

R
D
）
が
、
そ
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
働

き
か
け

た
〔

Z
C

A
R

D
の
フ

ォ
ー

カ
ル
ポ
イ
ン
ト
（
窓
口
）
は
、
農
業
省
農
業
局
で
あ
り
、
ザ
ン
ビ
ア
国
内
の

民
間

部
門
・
公

的
部

門
の

コ

80
％

 
コ

メ
・

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

会
議
が

8
月

に
開

催
さ

れ
る

見
通

し
（

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
期

間
中

で

は
、

第
3

回
目

と
な

る
）
。
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活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

メ
関

係
者

が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
〕
。
こ
の
ほ
か
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は

、
ド

ナ
ー

機
関

が
支

援
す

る

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
連
携
・
協
働
の
可
能
性
を
検
討
し
て
き
た
（
例

え
ば
、

世
銀

の
A

P
PS

A

や
IF

A
D

/F
A

O
の

S3
P
な
ど
）。

 

 〈
注
〉

 

A
PP

SA
：

A
gr

ic
ul

tu
ra

l P
ro

du
ct

iv
it

y 
P

ro
gr

am
m

e 
fo

r 
S

ou
th

er
n 

A
fr

ic
a 

S
3P

：
S

m
al

lh
ol

de
r 

P
ro

du
ct

iv
it

y 
P

ro
m

ot
io

n 
P

ro
gr

am
m

e 
 

4.
2 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
た

め

の
テ

ー
マ

別
会

議
を

開

催
す

る
。

 

（
1）

Z
A

R
I
の
稲
研
究
者
会
議

 

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
開
始
以
降
、
稲
研
究
者
会
議
が

2
回
実
施
さ
れ
た
（
目
標
は

、
年

1
回
の

開
催
）
。

本

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
会
議
の
計
画
と
実
施
を
支
援
し
て
き
た
。
こ
の
会
議
で
本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

稲
研

究

の
成

果
と
次
の
作
期
の
研
究
計
画
を
発
表
し
た
。

 

 （
2）

Z
C

A
R

D
と
の
会
議

 

20
16

年
と

20
17

年
の
計

2
回
、

Z
C

A
R

D
の
会
議
の
準
備
と
実
施
を
本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

支
援

し
た
。

 

90
％

 
上

記
の

と
お

り
、

更
に

1
回

、
コ

メ
・

ス
テ

ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
会

議
が

開

催
さ

れ
る
予

定
。

 

4.
3 

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

間

の
協

働
活

動
を

実
施

す

る
た

め
、

農
業

局
を

支

援
す

る
。

 

（
1）

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
コ
メ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
協
力
し
つ
つ
、

S
N

R
D

S
の
最
終

化
を

支
援

し
た

。

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
面
の
支
援
を
受
け
つ
つ
、

S
N

R
D

S
は
、

20
16

年
7
月

12
日

に
公

式
に

発
表
さ
れ
た
。

 

 （
2）

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
一
部
が
、
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
（

A
fr

ic
an

 D
ev

el
op

m
en

t B
an

k：
A

fD
B
）

が
支

援
し

て
い
る
コ
メ
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係
者

と
の

会
議

に
参

加
し

た
。

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
側
か
ら
は
、
コ
メ
生
産
の
技
術
面
、
特
に
ザ
ン
ビ
ア
の

F
ar

m
 B

lo
ck

に
お

け
る
灌

漑
稲

作
に

つ
い

て
コ
メ
ン
ト
し
た
。

 

 備
考
：

F
ar

m
 B

lo
ck

は
、
ザ
ン
ビ
ア
政
府
が
、
農
業
、
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
、
経
済
活

動
を

行
う

民
間

部
門

投
資

家

と
の

持
続
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
す
る
目
的
で
、
必
要
な
基
礎
イ
ン
フ
ラ
、
例
え

ば
、
ア

ク
セ

ス
道

路
、

電
気

、
灌
漑
用
水
、
水
道
を
整
備
す
る
地
区
の
こ
と
。

 

80
％

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

残
り

期
間

の
活

動
は

特
に

な

い
。

 

4.
4 

稲
作

普
及

の
た

め
海

外

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
を

支

援
す

る
。

 

稲
作

技
術
研
修
あ
る
い
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

JO
C

V
隊
員
と
そ
の

C
/P

で
あ
る

普
及
員
・
農

家
、
米

国
平
和

部
隊
（

P
ea

ce
 C

or
ps

 V
ol

un
te

er
s：

P
C

V
）
隊
員
と
そ
の

C
/P

で
あ
る
普
及
員
・
農
家

を
対
象
に

20
16

年
7
月

か
ら

実
施
さ
れ
て
き
た
。

JO
C

V
隊
員
や

P
C

V
隊
員
が
準
備
し
た
現
地
研
修
に
は
、

JI
C

A
専

門
家

が
参

加
し

95
％

 
必
要
に
応
じ
て
、

JO
C

V

隊
員

作
成

報
告

書
に

対

す
る
コ
メ
ン
ト
を
出
す
。
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活
動

項
目

 
進
捗
と
主
な
成
果

 
進

捗
度

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

 

残
り

期
間
の

活
動

 

て
指

導
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
稲
作
技
術
担
当
の
短
期
専
門
家
（
坪
井
専
門
家

）
が

、
JO

C
V
隊

員
が

活

動
し

て
い
る
現
場
を
視
察
し
、
指
導
及
び
研
修
も
実
施
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

JI
C

A
専

門
家

（
長

期
専

門
家

）

は
、

新
規

JO
C

V
隊
員
赴
任
時
に
、
ザ
ン
ビ
ア
の
農
業
に
つ
い
て
の
概
要
説
明
を
行

っ
て
き

た
。

 

 JO
C

V
隊

員
等
対
象
の
研
修
が

9
回
実
施
さ
れ
、

P
C

V
隊
員
等
対
象
の
研
修
が

13
回

実
施

さ
れ

た
。

研
修

参

加
数

は
、

JO
C

V
隊
員
が

83
名
で
、

P
C

V
隊
員
が

20
1
名
で
あ
る
。
普
及
員
と
農

家
を

含
め

る
と

、
総

計
で

は
76

8
名
が

稲
作
研
修
を
受
講
し
た
。
下
表
に
参
加
者
数
を
示
す
。
ま
た
、
付
属

資
料

1.
「

合
同

終
了

時
評

価

報
告

書
（
英
文
）
」
の

A
nn

ex
 1

1
に
詳
細
デ
ー
タ
を
示
す
。

 
 

 
 

 
 

対
象
者

 
参
加
者
数
（
人
）

 

計
 

P
C

V
/J

O
C

V
 

普
及

員
 

農
家

 

P
C

V
、

農
業
普
及
員
、
農
家

 
46

7 
20

1 
19

 
24

7 

JO
C

V
、

農
業
普
及
員
、
農
家

 
30

1 
83

 
41

 
17

7 

総
 
 
計

 
76

8 
28

4 
60

 
42

4 

 
 

 
 

 
そ

の
他

 
（

1）
全

国
農
業
展
示
会

 

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
ポ
ス
タ
ー
、
稲
種
子
サ
ン
プ
ル
、
稲
作
用
農
具
が
、
全
国

農
業

展
示

会
で

展
示

さ
れ

た
。
特

別
の
機
器
を
使
っ
て
ポ
ン
菓
子
（
コ
メ
の
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
）
の
作
り

方
の

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ

ン
が

行
わ
れ
、
訪
問
者
に
味
見
し
て
も
ら
っ
た
。
ダ
ン
ボ
地
域
（
季
節
的
小
湿
地

）
で
の

N
E

R
IC

A
米
栽

培
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
配
付
さ
れ
た
。

JO
C

V
が
作
成
し
た

N
E

R
IC

A
米
振
興

ビ
デ

オ
等

も
展

示
さ

れ
た

。

ザ
ン

ビ
ア
国
大
統
領
で
あ
る

M
r. 

E
dg

ar
 L

un
gu

が
農
業
大
臣

M
r. 

M
ic

ha
el

 K
at

am
bo

と
と
も

に
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
ブ
ー
ス
を
訪
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と

ポ
ン

菓
子

を
贈

呈
し

た
。

 

 （
2）

マ
ニ

ュ
ア
ル
式
脱
穀
機

 

手
動

式
脱
穀
機
の
試
験
生
産
を
行
っ
た
後
、

20
台
の
ペ
ダ
ル
式
脱
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３－３ 成果（アウトプット）の達成状況 

３－３－１ 成果 1：稲研究実施能力が強化される。 

ZARI の Mansa 試験場及び Mt. Makulu 試験場において稲関連研究施設が整備された。31 品種の

特性が調査され、稲品種の特性に関するカタログが作成される予定である。NERICA4 と SUPA-MG

品種の栽培に適した環境条件（ダンボ環境あるいは湛水及び標高）が特定される見通しである。

ZARI の研究者の稲研究能力強化については、海外での研修を通じて 14 名の研究者に稲作関連の

知識・技術の強化が行われ、今後プロジェクト期間中に更に 2 名が海外での研修を受講する予定

である。稲研究については、ZARI の試験場内試験及び農家圃場試験として 20 種類以上の研究が

実施された。コメ生産ポテンシャルペーパーは、これまで実施した稲研究や普及活動の成果を勘

案しつつ、2019 年 7 月末までに更新される予定である。 

成果 1 の指標の達成状況から判断して、ZARI の稲研究能力は着実に向上しているといえる（た

だし、稲研究能力強化を更に進めていく必要がある）。したがって、成果 1 の目的は、プロジェク

ト期間中に十分に達成されるといえる。 

 

指標 1-1：Mansa 研究所に研究施設が整備される。 

「３－１ 投入実績」で述べたように、下表に示す稲関連研究施設が Mansa 試験場及び Mt. 

Makulu 試験場に整備された。したがって、本指標は達成されたと判断する。 
 
No. 場所 実施年 施設の種類 補修あるいは新設の内容 

1 

Mt. 

Makulu 

試験場 

2017/18 稲試験圃場 
稲試験圃場の拡張：面積 1,300m2 

（既存の稲試験圃場の面積は 2,000m2 であった） 

2 2018 精米室 もみすり機、石抜き機、精米機の提供と設置 

3 2018 プロジェクトオフィス 机と椅子（3 人分）の提供 

4 2019 倉庫及び作業室 
倉庫と作業室の補修（天井補修とペンキ塗り）、

机と椅子の提供、ドア交換と電気配線 

5 

Mansa 

試験場 

2016 プロジェクトオフィス 
壁のペンキ塗り、床タイルの交換、窓とドアの

修理 

6 2017 試験圃場近くの倉庫 農業機械用の倉庫の新設 

7 2017 スクリーンハウス 新設：面積 120m2（15m×8m） 

8 2017/18 
稲試験圃場及び灌漑用

水路 

稲試験圃場の新設（面積約 0.32ha）及び灌漑用

水路の延長（約 1,000m） 

9 2018 貯水池及び用水路 
貯水池の堤防と余水吐の修復、既存用水路に導

水するためのサイフォンの新設 

10 2018 作業室及びラボ 
部屋の修復：壁ペンキ塗り、床タイル交換、窓

及びドアの修理、流し台の設置 

11 2018 プロジェクトオフィス 
部屋の修復：壁ペンキ塗り、床タイル交換、窓

及びドアの修理 

12 2018 気象観測施設 
降雨計設置、気象観測施設周辺にフェンスの設

置 

13 2018 
コンクリート製の試験

圃場 

簡易試験のため（プロジェクトオフィス近く）：

400m2×6 区画 
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指標 1-2：研究所で 10 品種の特徴が記載される。 

稲の 31 品種の特性を特定するための試験が Mt. Makulu 試験場及び Mansa 試験場で実施されて

きた。31 品種の特性がほぼ特定され、各品種の特性について記載される予定である（既に 2018

年までに 17 品種の特性が記載済みであった）。今期（2018/19 作期）の栽培試験データは 6 月上

旬頃までに得られる予定である。データ収集後に、試験結果に基づき、2019 年 6 月までに稲品種

カタログが作成される予定である。以上から本指標は本プロジェクト期間中に達成される見込み

である。 

 

表－６ 特性が記載される品種 

品種特性が記載される

品種 
品種数 品種名 

ザンビアで登録されて

いる品種 

9 Nerica1, Nerica4, ITA230, PAC601, Malawi-Faya, SUPA-MG, 

Kilombero, Misamfu2, Misamfu3 

非登録品種 22 Nerica6, Nerica10, Nerica14, FOFIFA159, FOFIFA160, FOFIFA161, 

FOFIFA3737, GIZA, X-Zigna, SARO5, S412, S299, S385, WITA9, 

Int 12, AV171, E11, Pakistan,  SUPA-S, IR64, Basmati370, K38 

 

指標 1-3：農家圃場試験サイトで、少なくとも各地域の条件に適した 1 品種が特定される。 

 

（1）ダンボ地域における NERICA4 栽培について 

ダンボ環境下の標高が異なる場所での農家圃場試験の結果、NERICA4 の栽培は、標高

1,400m 程度まで可能であることが判明した。適切な水があれば、具体的には最低 4 カ月間、

適した水環境があれば、標高 1,400m 以下の場所での NERICA4 の栽培が可能であるとの考察

が得られている。 

 

（2）SUPA-MG 品種の栽培について 

SUPA-MG 品種が Mansa 試験場及び異なる標高の農家圃場において試験栽培された。Mansa

試験場における 2 作期の試験結果からは、生育期間が約 180 日間であることがわかった。し

かしながら、感光性のような要素に関する影響についてはまだ不明である。なお、SUPA-MG

品種では、播種以降の最初の 2 カ月間は湛水していなくても、なんとか生育可能であること

がわかった。標高については、約 1,100m まで生育が可能であり、SUPA-MG が栽培可能な場

所は、ルアプラ州、北部州、ムチンガ州の低湿地であるとの考察が得られている。 

以上からみて、本指標は、プロジェクト期間中におおむね達成すると判断する。 

 

指標 1-4：栽培ガイドラインを開発するため、少なくとも 24 回の試験が実施される（8 地区×3

年）。 

既に述べたように（付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 7 にも示した）、22

種類の稲試験が主として、Mansa 試験場と Mt. Makulu 試験場で実施されてきた。「３－２ プロ

ジェクト活動の進捗状況」で述べたように、農家圃場試験（稲品種適応試験）が 2016/17 作期か

ら 2018/19 作期までの 3 シーズン継続して実施されてきた（3 作期で、計 21 カ所において実施さ
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れた）。2018/19 作期の試験の一部は継続中であるが、2019 年 6 月までに終了予定である。 

NERICA4 の栽培マニュアル（陸稲栽培マニュアル）ドラフトと稲作マニュアル（陸稲及び水稲）

ドラフトが既に作成され、更に 2019 年 5 月 7 日～9 日に実施されたマスタートレーナー（MT）

のワークショップでの議論の結果と 2018/19 作期の試験結果を踏まえて修正される予定である。

マニュアルには添付資料も付ける予定である。最終版のマニュアルは 2019 年 6 月あるいは 7 月ま

でに完成させ、印刷される予定である。したがって、本指標は、プロジェクト期間中に達成する

見込みである。 

 

指標 1-5：少なくとも 15 名の職員が海外での稲関連研修に参加する。 

「３－１－１ 日本側の投入」で述べたように、農業省の 14 名の職員が本邦研修に参加し、

また、41 名の職員がウガンダなどでの研修に参加した。更に 3 名の職員が本邦あるいはウガンダ

での研修に参加する予定である。ZARI の研究スタッフについては、表－７に示す職員が本邦あ

るいはウガンダでの研修に参加した（13 名が既に研修を受講し、更に 3 名がプロジェクトの残り

期間中に受講する予定であり、合計 16 名になる）。 

したがって、本指標は、プロジェクト期間中に達成する予定である。 

 

表－７ 海外での研修を受講した ZARI 職員 

 研修場所 氏 名 職 位 

1  Misika Chitambi 上級農業研究官（PARO）、稲研究チームのリーダー、作物改良

農学担当（CIA）、Mansa 試験場 

2  Noah Manda 農業研究官（ARO）、CIA、Mansa 試験場 

3 日  本 Oscar Malumbe ARO、CIA、Mt. Makulu 試験場 

4  Norah Museta ARO、営農システム・社会科学部（FSSS）、Mt. Makulu 試験場 

5  Godfrey Mwila ZARI 副所長（技術担当） 

6  Mercy Mufune ARO、Mt. Makulu 試験場 

7  Lorna Kanguya 技術研究アシスタント（TRA）、FSSS、Mt. Makulu 試験場 

8  Stanley Mutuna 上級技術研究アシスタント（STRA）、FSSS、Mansa 試験場 

9  Norah Museta ARO、FSSS、Mt. Makulu 試験場 

10  Mabvuto Phiri Technician、Mansa 試験場 

11 ウガンダ Lorna Kanguya TRA、FSSS、Mt. Makulu 試験場 

12  Mutinta Kabunda APPSA 担当研究官、コメ担当、Mansa 試験場 

13  Henry Chama 一般労働スタッフ、Mansa 試験場 

14  Semu Mwanza 一般労働スタッフ、Mt. Makulu 試験場 

15  （今後人選予定） --- 

16  （今後人選予定） --- 

備考：ARO：Agricultural Research Officer, CIA：Crop Improvement and Agronomy, FSSS：Farming Systems and Social 

Sciences Division, TRA：Technical Research Assistant, STRA：Senior Technical Research Assistant, APPSA：Agricultural 

Productivity Programme for Southern Africa 

 

なお、本邦研修のうち 1 名は、北海道大学の修士課程において稲育種について学び、その結果

として、SUPA 品種と日本の品種を掛け合わせて 120 系統（F23レベル）を作成した。これら 120

 
3 雑種第 2 代：ここでは、2 種類の品種を交配してできた子どもの代の種子を更に掛け合わせてできた世代。 
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系統のなかには、生育期間や耐冷性の点で有用なポテンシャルをもつものがあるかもしれない。

今後は、ZARI で更に系統選抜に係る活動を実施する予定である。 

 

指標 1-6：コメ生産ポテンシャルペーパーが更新される。 

「３－２ プロジェクト活動の進捗状況」で述べたように、2018 年 9 月 6 日に編集担当者会議

が開催され、コメ生産ポテンシャルペーパーの更新版用の目次案が作成された。2019 年 5 月 7 日

～9 日の MT のワークショップでの議論を踏まえて、また、本プロジェクトにおける試験研究と

普及活動の結果を踏まえて、2019 年 7 月下旬までにコメ生産ポテンシャルペーパーの更新が行わ

れる予定である。したがって、本プロジェクト期間内に本指標は達成される見込みである。 

 

３－３－２ 成果 2：普及活動実施能力が強化される。 

プロジェクト対象の 8 州（東部州、ルアプラ州、ムチンガ州、北部州、北西部州、西部州、カ

ッパーベルト州、ルサカ州）において、延べ 577 名の普及関連の農業省職員（キャンプ普及員、

ブロック担当官、郡農業事務所職員など）が稲作技術普及に関する研修を受講した。デモ圃場で

農家に対し稲作技術普及活動を担当した普及員の 91.9％が報告書を提出した。プロジェクト対象

8 州で、延べ 4,788 名の農家が、デモ圃場での稲作研修に参加した（3 作期の延べ人数）。リード

農家及び参加農家に対する稲作研修用に設置されたデモ圃場は、延べで 334 カ所である。聞き取

り調査結果によると、リード農家の 91.5％が普及員による助言に満足している。延べ 38 名の MT

が育成され、普及員向けの稲作研修を実施した。 

 

これらの成果からみて、普及員が稲作普及活動を実施する能力は強化されており、成果 2 の目

標は達成されたと判断する。 

 

指標 2-1：180 名以上の普及員が研修を受ける（60 名×3 年）。 

プロジェクト期間中、延べ 577 名の普及関連の農業省職員（キャンプ普及員、ブロック普及員、

郡農業事務所職員など）が稲作技術普及に関する研修を受講した。普及員向け研修は、作期開始

前と稲収穫前の年 2 回実施されてきた。州別及び作期ごとの研修受講者数を表－８に示す。研修

受講者数からみて、本指標は達成されたといえる。 

 

表－８ 作期別・州別の研修受講普及員数 

 
州 

作 期 
計（人） 

 2016/17 2017/18 2018/19 

1 東部 37 52 56 145 

2 ルアプラ 74 78 31 183 

3 ムチンガ 42 9 --- 51 

4 北部 49 --- --- 49 

5 北西部 27 30 11 68 

6 西部 47 25 9 81 

 計 276 194 107 577 
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指標 2-2：研修を受講した普及員の 80％が活動結果を報告する。 

「３－２ プロジェクト活動の進捗状況」で述べたように、普及員の 91.9％が各作期の終了時

に記録紙（log-sheet）を用いて普及活動の結果を報告した。ただし、2018/19 作期の場合は、まだ

作期が終了していないデモ圃場もあるが、もうすぐ提出される見込みである。なお、2018/19 作

期においては、2018 年 11 月から月例報告も普及員から提出してもらっている。表－９に示した

報告書提出率は、2016/17 作期と 2017/18 作期の場合は、作期終了後の報告書提出率であり、2018/19

作期の場合は、2018 年 11 月から 2019 年 3 月までの月例報告の提出率（平均値）である。全体の

提出率平均は、90％以上を示しているので、この指標は達成されたといえる。 

 

表－９ 普及員からのモニタリング報告書の提出率 

作 期 デモ圃場計画数 実際のデモ圃場数 
報告書を提出した 

キャンプ普及員の人数 

報告書提出率 

（％） 

2016/17 186 186 161 86.6 

2017/18 89 89 85 95.5 

2018/19 59 59 55.24（5 カ月間の平均値） 93.6 

計/平均 334 334 305 91.9 

 

指標 2-3：4,500 以上の農家が圃場研修に参加する（女性の割合が 30％以上）。 

「３－２ プロジェクト活動の進捗状況」で述べたように、3 作期で延べ 4,788 農家が圃場研

修に参加した。農家によって、1 作期のみの参加、2 作期参加、全 3 作期参加と、参加回数は異な

る。ただし、個々の農家が何作期参加したかについての正確なデータは残っていない。女性の参

加割合については、3 作期平均で 49.1％であり、30％という目標を超えている。以上から、本指

標は達成されたと判断する。なお、農家数及び女性参加割合に関するデータを表－10 に示す。 

 

表－10 圃場研修に参加した農家数と女性参加割合（作期ごと） 

作 期 デモ圃場計画数 実際のデモ圃場数 
参加農家数（リード農

家と参加農家） 

女性参加農家の割合 

（％） 

2016/17 186 186 2,740 50.4 

2017/18 89 89 1,159 47.7 

2018/19 59 59 889 47.4 

計/平均 334 334 4,788 49.1 

 

指標 2-4：プロジェクトサイトに 300 カ所の圃場研修サイトが設置される。 

表－10 のとおり、延べ 334 カ所の圃場研修サイト（デモ圃場サイト）が、プロジェクト対象郡

に設置された。本指標は達成された。 

 

指標 2-5：80％の稲作農家が、普及員の助言に満足する。 

MT のワークショップが開催された期間中（2019 年 5 月 7 日～9 日）に、リード農家を対象と

する電話による聞き取り調査が実施された（MT が実施）。2018/19 作期のリード農家は 59 戸であ

る。59 戸中、47 戸のリード農家から聞き取りができた。聞き取り項目の 1 つは、「デモ圃場活動
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におけるキャンプ普及員からの助言に満足していますか？」である。リード農家からは、5 段階

評価で回答してもらった（1 点～5 点で、5 点が最も満足度が高い）。47 リード農家中、43 リード

農家が 4 点あるいは 5 点であると回答した。満足度は 91.5％である。したがって、本指標は達成

されたと判断した。 

 

指標 2-6：普及員を研修するため、少なくとも 20 名の MT が稲作に関する研修・能力強化を受

ける。 

「３－２ プロジェクト活動の進捗状況」で述べたように、配置され、稲作に関する研修を受

講し、普及員への研修を実施した MT は延べ 38 名である。MT の詳細情報（氏名、職位、配置期

間など）については、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 8 を参照のこと。本

指標は達成されたといえる。 

 

その他の成果：2018/19 作期に実施したフィールドデーの実績 

2018/19 作期の稲収穫時期に、デモ圃場における稲作活動の実績を説明する目的で、フィール

ドデーが 34 カ所のデモ圃場サイトで実施された。フィールドデーの参加者総数は、1,946 名であ

った。表－11 に、州別の参加者数を示す。参加者の主な内訳は、キャンプ普及員、ブロック普及

員、農業省の郡事務所職員、州事務所職員、リード農家、参加農家、周辺農家などである。デモ

圃場の場所情報（キャンプ名）、フィールドデー開催日、参加者数については、付属資料 1.「合

同終了時評価報告書（英文）」の Annex 13 を参照のこと。 

 

表－11 州別のフィールドデー参加者数及びデモ圃場数 

州 郡の数 キャンプの数 デモ圃場の数 総参加者数 

北西州 2 3 3 94 

西部州 1 2 3 118 

ルアプラ州 4 9 11 669 

東部州 4 12 17 1,065 

計 34 1,946 

 

３－３－３ 成果 3：稲作のための適切な普及パッケージが開発される。 

普及員研修用カリキュラム及び稲作マニュアルを含む各種研修教材が作成された（ドラフト

版）。稲作普及パッケージの最終版（研修プログラム、研修教材等を含む）は、2019 年 7 月末ま

でに作成される予定である。郡農業プロフィールについては、2016 年にザンビアの全 130 郡のプ

ロフィールが作成された。9 州の土地管理官（農業省職員）が、リモートセンシング/GIS 技術を

用いてダンボ地域内の稲作適地を選定するうえでの基礎的能力を身につけた。このような点及び

稲作のための適切な普及パッケージがプロジェクト期間内に開発される点からみて、成果 3 の目

的は達成される予定である。 

 

指標 3-1：研修カリキュラムと研修教材が作成される。 

MT が稲作に関する研修カリキュラムと研修教材を作成し、毎年、更新してきた。2018 年には

ドラフト版の稲作普及パッケージが作成された。2019 年 5 月 7 日～9 日のワークショップ時の議
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論を踏まえて、稲作普及パッケージドラフト版の改訂を行う予定である。以下に示すマニュアル

やガイドラインを作成する予定になっている。 

①陸稲生産マニュアル（The Aerobic Rice Production Manual） 

②稲作マニュアル（The Rice Cultivation Manual） 

③普及員研修のための稲作研修教材（スライドや説明カードなど） 

④デモ圃場設置説明書（On-farm Demonstration Set-up Instructions） 

⑤稲作普及パッケージモニタリングガイドライン（Monitoring Guideline of Rice Extension 

Package for the Rice Dissemination Project） 

⑥デモ圃場での活動実施ガイドラインと記録・報告様式（Guideline on Implementation of 

Demonstration Field Activity and Format on Record and Reporting） 

⑦農家向け稲作パンフレット（Leaflet on Rice Cultivation for Farmers） 

 

既に述べたように、2018 年に稲作普及パッケージ（案）が作成され、その改訂作業が 2019 年

7 月までに完了する見込みである。したがって、本指標は、プロジェクト終了時までに達成する

予定である。 

 

指標 3-2：稲作に適した地域が特定される。 

2016 年に、地理的特徴、農業気象情報、人口情報、農家構造、主な作物生産、市場、行政区、

ドナー及び NGO の活動などの情報を収集し、ザンビアの全 103 郡の郡農業プロフィールが作成

された。この郡農業プロフィールの情報を利用して、本プロジェクトの対象郡が選定された。 

ダンボ地域における稲作適地の選定のためのリモートセンシング/GIS 技術利用に関する研修

実施の結果、4 州の上級土地管理官が稲作ポテンシャル図を作成し、ポテンシャル地域の面積を

推計した。2019 年 6 月には、リモートセンシング研修に参加した上級土地管理官を集めて会議を

行う予定である。その際に、稲作ポテンシャル図の完成に向けての作業と報告書作成を行う予定

である。 

郡農業プロフィール並びにリモートセンシング情報を用いて稲作適地を大まかに特定するこ

とが可能となっている。したがって、本プロジェクトの指標は、おおむね達成するといえる。 

 

表－12 作期別のプロジェクト対象郡 

州 郡 2016/17 2017/18 2018/19 

東部州 

Nyimba ○ ○ ○ 

Lundazi ○ ○ ○ 

Petauke ○ ○ ○ 

Mambwe ○ ○ ○ 

計 4 4 4 

ルアプラ州 

Chembe ○ ○ ○ 

Chienge ○ --- --- 

Kawambwa ○ ○ ○ 

Mansa ○ ○ ○ 

Milenge ○ ○ --- 
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州 郡 2016/17 2017/18 2018/19 

Samfya ○ ○ ○ 

Mwense ○ ○ ○ 

Chipili ○ ○ --- 

計 8 7 5 

ムチンガ州 

Chama ○ --- --- 

Chinsali ○ ○ --- 

Isoka ○ --- --- 

Mafinga ○ --- --- 

Mpika ○ --- --- 

Nakonde ○ --- --- 

計 6 1 0 

北部州 

Chilubi ○ --- --- 

Kasama ○ --- --- 

Luwingu ○ --- --- 

Mbala ○ --- --- 

Mporokoso ○ --- --- 

Mpulungu ○ --- --- 

Mungwi ○ --- --- 

Nsama ○ --- --- 

計 8 0 0 

北西部州 

Chavuma ○ ○ ○ 

Solwezi ○ --- --- 

Zambezi ○ ○ ○ 

Kasempa ○ ○ --- 

計 4 3 2 

西部州 

Kalabo ○ --- --- 

Limulunga ○ --- --- 

Senanga ○ --- --- 

Kaoma ○ ○ ○ 

Luampa ○ ○ ○ 

計 5 2 2 

総計 35 17 13 
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備考： ①：2016/17 作期の稲作普及活動対象として選定された郡 

    ②：2016/17 作期及び 2017/18 作期の稲作普及活動対象として選定された郡 

    ③：2016/17 作期から 2018/19 作期まで稲作普及活動対象として選定された郡 

図－３ 普及対象として選定された郡の位置 

 

３－３－４ 成果 4：NRDS の調整を通じて、コメのステークホルダー間の協働が強化される。 

終了時評価時点までに、コメ・ステークホルダー会議は 2 回実施されており、更に 1 回、2019

年 8 月に開催される予定である（計 3 回となる）。このほか、他のステークホルダーとして、JOCV

隊員、PCV 隊員、隊員の C/P である普及員及び農家、合計で 768 名が稲作研修を受講した。これ

らの実績からみて、コメのステークホルダー間の協働は強化されてきたといえる。したがって、

成果 4 の目的は達成されたと判断する。 

 

指標 4-1：少なくとも年 1 回、国家レベルのミーティングが開催される。 

終了時評価時点までに、コメ・ステークホルダー会議が 2 回開催された（2016 年 11 月と 2018

年 2 月）。2019 年 8 月にもう 1 回コメ・ステークホルダー会議が開催される予定である。このコ

メ・ステークホルダー会議の主要メンバーは、農業省の普及及び研究分野の代表、ドナー機関支

援プロジェクトの代表者、コメ生産者グループ、種子生産会社、大学の教授などである。 

③ 

③ 

③ 

③ 

① 

③ 

③ 

③ ③ 

② 

② 
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① 
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このような状況からみて、本指標はプロジェクト終了時までに達成する予定である。 

 

指標 4-2：少なくとも 200 の他のステークホルダーが稲作に関する研修を受ける。 

PCV 隊員とその関係者への稲作研修が 9 回実施され、JOCV 隊員とその関係者への稲作研修が

13 回実施された。受講者数は、JOCV 隊員が計 83 名、PCV 隊員が 201 名、普及員 60 名、農家 424

名である。以上からみて、本指標は達成されたといえる。 

表－13 に参加者数を示す。また、付属資料 1.「合同終了時評価報告書（英文）」の Annex 11 に

より詳細なデータを示す。 

 

表－13 稲作研修受講者数 

対象者 
参加者数（人） 

計 PCV 隊員あるいは JOCV 隊員 普及員 農家 

PCV、普及員及び農家 467 201 19 247 

JOCV、普及員及び農家 301  83 41 177 

総  計 768 284 60 424 

 

３－４ プロジェクト目標の達成見込み 

【対象地域において稲作普及システムが構築される。】 

稲作普及パッケージのドラフトが 2018年に作成され、改訂作業がMTによって進められている。

最終版は 2019 年 7 月末までに作成される予定である。完成後に印刷され、本プロジェクトの最終

セミナーや JCC 会議開催時に配付される予定である（2019 年 8 月）。稲作普及パッケージの内容

は稲作研究並びに稲作普及を実施するに際し、適切かつ有用なツールとなることが期待されてい

る。したがって、プロジェクト目標は、本プロジェクト終了時までに達成するものと判断される。 

 

指標 1：関係者間で、稲作普及パッケージが開発される。 

PDM によると、稲作普及パッケージが備えるべき内容は、稲作パッケージ、研修プログラム用

ガイドラインと研修教材である。既に述べたように、2018 年 2 月に稲作普及パッケージ（案）が

作成された。2019 年 5 月 7 日～9 日に開催された MT のワークショップで、ドラフト版のパッケ

ージの改訂方針が議論され、確定された。稲作普及パッケージは、9 つのモジュール4で構成され

ることが確認された（研究と普及に関するモジュールを含むもの）。9 つのモジュールを表－14

に示す。 

 

表－14 稲作普及パッケージのモジュール 

分野 No. モジュール 作成される成果物 

研究 

1 試験場内研究 ①普及パッケージの概要 

②試験場における稲作ガイドライン 

③稲品種カタログ 

④稲作技術マニュアル 

2 農家圃場での研究 

3 稲作技術 

4 収穫処理 

 
4 システムを構成する要素となるもの。 
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分野 No. モジュール 作成される成果物 

普及 

5 マスタートレーナー研修 ⑤NERICA 生産・普及マニュアル 

⑥NERICA 生産のための指導教材 

⑦モニタリングガイドライン 

6 普及員研修 

7 農家研修 

8 デモ圃場 

9 モニタリング 

 

なお、表－14 内の「作成される成果物」のうち、研究活動に関する次のマニュアル最終案は既

にできている。 

②試験場における稲作ガイドライン（Guideline for rice cultivation in research station） 

③稲品種カタログ（Rice variety catalogue） 

④稲作技術マニュアル（Rice cultivation technical manual） 

 

表－14 内「作成される成果物」の「①普及パッケージの概要」の内容は、以下のとおりである。 

・稲作普及パッケージ序論 

・マスタートレーナー（役割と成果） 

・本プロジェクトにおける稲作研究 

・本プロジェクトにおける稲作普及 

・モジュールと稲作普及パッケージの作成 

 

表－14 内「作成される成果物」の「⑤NERICA 生産・普及マニュアル」の内容は、以下のとお

りである。 

・NERICA 栽培ガイドライン 

・収穫及び収穫後処理技術のガイドライン 

・デモ圃場設置説明書 

・フォローアップと評価 

・教訓と学び 

・NERICA 栽培技術教材（農家研修時用に写真付説明図や普及員研修用のパワーポイント資料） 

 

表－14 内「作成される成果物」の「⑦モニタリングガイドライン」の内容は、以下のとおりで

ある。 

・記録紙によるモニタリング 

・携帯電話によるモニタリング（Smart Monitoring） 

・モニタリング事例 

 

2018/19 作期における稲作試験結果を反映しつつ、2019 年 7 月末までに稲作普及パッケージの

最終版を作成する予定になっている。同パッケージの印刷物を本プロジェクトの最終セミナーと

JCC 会議の開催時に参加者に配付する予定である（2019 年 8 月）。 

以上からみて、本指標は、プロジェクト終了時までに達成する予定である。 
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指標 2：開発された稲作普及パッケージが関係者によって利用される。 

既述のとおり、稲作普及パッケージのドラフトが 2018 年に作成され、MT 間で共有された。さ

らに、稲作普及パッケージの最終版が、本プロジェクトの最終セミナーと JCC 会議の開催時に参

加者に配付される予定となっている。したがって、本指標はプロジェクト終了時までに達成する

予定である。 

 

 

  



 

－35－ 

第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

以下に述べる点から判断して、本プロジェクトの妥当性は高い。 

 

（1）ザンビアにおけるコメ生産増加（面積及び収量）における対象社会とグループのニーズと

の整合性 

ザンビアにおけるコメ消費は着実に増加している。一方、ザンビアのコメ需要はコメ生産

量を上回っており、不足分は主にアジア諸国から輸入している。近年、生産と消費の差が広

がりつつある。ザンビアの農家にとってコメは、換金作物であり、大半の農家にとってはま

だ新しい作物である。第 2 次国家稲作開発戦略（SNRDS）2016-2020 の目標は、2020 年まで

にコメ生産量を 50％以上増加させることである。ちなみに、2011/12 作期から 2015/16 作期

までの平均年コメ生産量（籾重量）は、約 3.9 万 t であった。コメ生産増加のためには、適

切な稲作技術の開発、稲関係者（稲研究者、稲作普及員、農家）の能力強化、適切な稲作技

術の普及を通じて、コメ生産面積増加と収量増加を図っていく必要がある。したがって、本

プロジェクトの目的は、コメ分野のニーズに合致しているといえる。 

 

（2）ザンビアの国家政策との整合性 

「展望 2030 年（Vision 2030：ザンビア政府の長期政策）」では、ザンビアの重要経済セク

ターの 1 つは農業（畜産及び水産を含む）であるとしている。第 7 次国家開発計画（2017-2021）

の主たる目標は、農業、鉱業、観光業による持続的成長と社会経済転換のために多様で強靱

性のある経済を築くことである。そのために焦点を当てている戦略的方向性は、「多様で輸出

志向型の農業セクター」である。農業生産増加、農業生産性向上、農業普及サービスの強化

が、国家農業政策 2013 の目的に含まれている。コメは、農業投入材補助プログラム（FISP）

における戦略作物の 1 つでもある。SNRDS 2016-2020 の戦略目的として掲げられているのは、

「5 年間で 25％以上の収量増加」「2020 年までに 20％以上の稲作面積拡大」「ステークホルダ

ーの革新能力と知識管理能力の奨励」などである。本プロジェクトの目的は、適切な稲作技

術の開発と普及を通じて、プロジェクト対象州において稲作を振興することである。したが

って、本プロジェクトの目的は、ザンビア政府の政策・計画との整合性があるといえる。 

 

（3）わが国の対ザンビア国援助方針との整合性 

わが国の対ザンビア国別開発協力方針（2018 年 6 月）における優先分野の 1 つは、産業の

活性化であり、特に、経済多角化を進めるうえで重要な農業セクターや民間セクターに技術

協力を軸とした支援を行う方針がある。本プロジェクトは、農業の活性化のための生産性・

付加価値向上農業分野プログラムのなかの 1 つとしての位置づけである。本プロジェクトは、

稲作の生産性向上と農家における作物多様化に貢献することを目的としている。したがって、

本プロジェクトはわが国の援助方針と合致している。 
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（4）プロジェクトアプローチの適切さ 

本プロジェクトの主たる目的は、稲作研究能力強化、稲作普及活動実施能力強化、稲作の

ための適切な普及パッケージ開発、そして稲関係者間の協働強化を通じて、プロジェクト対

象地域において稲作普及体制を確立することである。本プロジェクトのアプローチ及び期待

される成果は、改良稲作技術利用や生育期間の短い品種の利用による稲作振興を図ることと

整合性がある。また、郡農業プロフィールの内容を勘案しつつ稲作普及対象郡の優先順位を

つけたこと、プロジェクトにおける普及・モニタリング活動を実施した結果の善し悪しをみ

て、対象郡を決めてきたことは適切であったと考える。 

 

（5）わが国による技術協力の優位性 

JICA は、稲作関連技術協力（稲作研究及び稲作技術の農家への普及）を数多くのアフリカ

諸国で実施してきており、NERICA4 品種については特にウガンダで普及を進めてきた。また、

わが国は稲作技術開発及び稲品種開発において長い経験を有する。ザンビアでは、JICA が「コ

メを中心とした作物多様化推進プロジェクト（FoDiS-R）」において NERICA 品種を導入しつ

つ作物多様化を支援した。これらわが国の稲作分野における経験と技術的優位性から判断し

て、本プロジェクトは適切な技術協力であると判断する。 

 

４－２ 有効性 

「３－４ プロジェクト目標の達成見込み」で述べたように、稲作普及パッケージの最終版が

2019 年 7 月末までに作成される予定で、その後、印刷されて 2019 年 8 月に実施予定の本プロジ

ェクトの最終セミナーや JCC会議で配付される予定である。プロジェクト目標が目的とする点は、

プロジェクト終了時までに十分に達成する見込みである。さらに稲関連研究者、普及員他の関係

職員の能力強化もおおむね順調に進展してきた。ただし、普及員による研修を受講した参加農家

における稲の収量や栽培面積の増加に関する情報が十分には得られていないため、稲作技術の農

家への普及効果は把握できていない。したがって、本プロジェクトの有効性はおおむね高いと判

断する。 

 

４－３ 効率性 

以下に述べる点から判断して、本プロジェクトの効率性は、中程度と判断する。 

 

４－３－１ プロジェクト期間 

本プロジェクトは、2015 年 12 月に最初の JICA 専門家が派遣された時点から 3 年間のプロジェ

クトとして開始された。ただし、日本側の準備作業の遅れに伴い、R/D 署名と JICA 専門家の派

遣が想定より遅れた（2015 年 10 月に開始する想定であった）。ザンビアでは、稲作は年 1 回であ

り、10 月に作期が始まる。したがって、2015/16 作期に農家に対する稲作技術普及活動を開始す

ることが不可能であった。そのため、稲作技術普及を 3 作期実施するため、プロジェクト期間を

9 カ月延長することになった（プロジェクト期間は 3 年 9 カ月となった）。 

 

４－３－２ 日本側の投入の適切さについて 

既に述べたように、これまでに、6 名の長期専門家と 3 名の短期専門家が派遣された。稲作技
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術担当の長期専門家の場合、派遣開始が 2016 年 11 月と遅れた。この点を除くと、ザンビア側 C/P

への質問票調査結果によると、JICA 専門家の派遣は、その人数、派遣のタイミング、指導分野、

技術能力、コミュニケーション能力において適切であった。機材に関しては、各種の農業機械、

分析機器、コンピュータ、事務機器等が供与された。ザンビア側 C/P への質問票調査結果による

と、機材供与はおおむね適切であるとしている。ただし、機材の数量については少ないとの意見

が一部にあった。例えば、コメ水分計は対象州の州農業事務所に 1 台供与されているものの、郡

農業事務所への供与はなかった。加えて、ペダル式脱穀機の数量も十分ではないとの声も上がっ

た。ザンビア側 C/P の本邦研修及び第三国研修については、質問票調査結果では、研修内容が幅

広い一方で期間は短かったというコメントが寄せられた。一方で、研修内容は、稲研究や稲普及

に関する知識・技能を学ぶうえで非常に実践的で有益であるとの評価が高かった。さらに、ザン

ビアに稲作技術を有する人材が少ないことを考えると、海外での研修受講者数を更に増やすべき

との意見もあった。 

 

４－３－３ ザンビア側投入の適切さについて 

「３－１ 投入実績」で述べたように、終了時評価時点で、農業省本部、ZARI、プロジェクト

対象州の農業事務所の職員がプロジェクト活動に参画しており（プロジェクト活動への参加度は

人によって異なるが）、その人数は合計で 48 名である。プロジェクト開始以降、複数の C/P が異

動したり、退職した。延べ人数では、64 名の農業省職員が C/P として本プロジェクトに参加した。

ザンビア側 C/P への質問票調査結果によると、配置された C/P の人数、知識・技能、プロジェク

ト活動への参加度は、おおむね適切であると評価している。なお、稲研究者の人数については、

十分ではなく、社会経済分析面を含めて、稲研究に関する知識・技能を更に強化する必要がある

との意見がある。農業省は、稲研究及び稲普及活動を実施するために各種の施設を提供した。具

体的には、プロジェクト事務所（JICA 専門家の執務室として、農業省本部、Mt. Makulu 試験場、

Mansa 試験場）、Mt. Makulu 試験場と Mansa 試験場の試験施設（稲試験圃場、作業室、ラボなど）。

これら施設は、プロジェクト活動実施において有効に利用された。 

農業省によるプロジェクト活動への資金的貢献については、プロジェクト開始から 2 年間は、

ザンビアの厳しい予算状況のため、ザンビア側負担がなかった。2018 年5には、プロジェクト対

象州・郡での普及・モニタリング活動のための燃料代や MT のワークショップ開催経費を支出し、

その金額は 22 万 5,000 ZMW であった（約 200 万円）。2019 年は、プロジェクト向け C/P 資金と

して農業省が 20 万 ZMW を計上したが、実際の経費支出は、まだ始まっていない。質問票調査結

果によると、ザンビア側の経費支出は、十分ではないという評価であった。 

 

４－３－４ プロジェクトマネジメント 

既に述べたように、本プロジェクトでは 3 種類のミーティングが設定されている。JCC 会議、

プロジェクトマネジメント会議、月例会議である。これら会議は、年間活動計画の承認、プロジ

ェクト活動の進捗状況レビュー、プロジェクトが直面している課題に関する意見交換など重要な

役割を担うものである。プロジェクトマネジメント会議と月例会議の開催頻度は、想定していた

頻度に比較して少ない。頻度が少ない主な理由は、会議メンバーが多忙で出席できないためであ

 
5 ザンビアの会計年度は、1 月から 12 月まで。 
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る。プロジェクト活動の進捗情報の共有においては、プロジェクトの各週スケジュールがメーリ

ングリストを用いて、プロジェクト関係者に送られている。ザンビア側 C/P と JICA 専門家間の

コミュニケーション・調整（情報共有を含む）は、良好である（質問票調査結果に基づく）。 

普及活動のモニタリング活動については、デモ圃場での活動とその結果について記載したモニ

タリングレポートのキャンプ普及員からの提出率は良好である（約 90％の提出率）。しかしなが

ら、モニタリング報告書の提出まで非常に長い時間がかかったケースもある（稲収穫後すぐに提

出すべきところ、数カ月遅れて提出された事例がある）。MT や JICA 短期専門家の努力によって、

プロジェクト活動である稲普及活動のモニタリング方法の改善が進められた。しかしながら、参

加農家の稲生産面積や収量データが把握できていないことや稲普及活動のインパクトが十分に評

価できていないことから判断して、モニタリング手法を更に改善する必要があると考えられる。 

 

４－４ インパクト 

プロジェクト終了後、3 年以内に上位目標が達成するかどうかを見通すことは現時点では難し

い。ポジティブなインパクト及び今後ポジティブなインパクトを得るための課題を記載した。本

プロジェクトのインパクトの程度を見通すことは難しい点があるものの、インパクトの評価とし

ては、中程度と判断する。 

 

４－４－１ 上位目標の達成見込み（プロジェクト終了後 3 年までに） 

【プロジェクトにより構築された稲作普及システムを用いて対象州における稲作技術普及が促進

される。】 

 

JICA 支援プロジェクトの場合一般的に、上位目標は、プロジェクト終了後 3 年以内に達成を期

待する目標である。 

本プロジェクトに参加した農家における稲収量の増加や稲作面積に関するデータが限られて

いること、また今後、より多くの農家（既存の稲作農家と新規に稲作を始めたい農家）に稲作技

術を普及する必要があることから、以下に説明するように、本プロジェクト終了後 3 年以内に上

位目標が達成されるかどうかを見通すことは困難である。 

 

指標 1：プロジェクトサイトの農家におけるコメ収量が少なくとも 25％増加する。 

指標 2：プロジェクトサイトの稲作面積が少なくとも 20％増加する。 

 

（1）農家圃場における稲収量と稲作面積 

本プロジェクトでは、2016 年にベースライン調査をルアプラ州の 4 郡（Chembe, Mansa, 

Mwense, Samfya）で実施した。427戸の農家を対象に調査が実施され、コメの平均収量は 1.1t/ha

であった（平均稲作面積は 0.25ha で、平均コメ生産量は 285kg であった）。 

ザンビア中央統計局の国家作物予測調査 2017/18 作期のデータによると、プロジェクト対

象州のコメ収量及び稲作面積は表－15 のとおりである。 
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表－15 2017/18 作期における稲の平均収量と平均栽培面積 

 州 
A：平均収量 

（t/ha） 

B：稲栽培面積 

（ha） 

稲生産農家数 

（戸） 

1 農家当たり 

平均稲作面積（ha/戸） 

1 東部州 1.86 1,178 4,152 0.28 

2 ルアプラ州 1.71 1,311 6,037 0.22 

3 ムチンガ州 1.57 5,420 17,485 0.31 

4 北部州 1.29 9,854 12,551 0.79 

5 北西部州 2.05 293 811 0.36 

6 西部州 1.04 16,092 18,404 0.87 

平均/合計 1.59 34,148 59,440 0.47 

全 国 1.26 34,217 59,535 0.57 

出所：ザンビア中央統計局の“2017/2018 Crop Forecast Survey”のデータに基づき作成 

 

上位目標の達成度を評価するうえでの基礎データとしては、プロジェクト最終年の作期で

ある 2018/19 作期のデータ（平均稲収量と農家当たり平均稲栽培面積）を用いることが適切

であると考える。上位目標の指標の達成度を測るためのデータとしては、2021/22 作期のデ

ータを用いることが適切である。 

2018/19 作期に本プロジェクトに参加した農家の収量等データは得られていない。したが

って、稲作研修がどの程度、収量増加に貢献するか、そのインパクトを予想することは困難

である。さらに、プロジェクト参加以降の農家の稲作面積の変化についてもデータが得られ

ていないため、稲作面積の増加を予想することも困難である。要するにプロジェクト終了後

3 年以内に上位目標が達成するかどうか予想することが困難である。また、農業省において

は、本プロジェクトで研修対象となった農家以外への稲作普及を継続することが必要である。 

 

４－４－２ その他のインパクト 

＜A：ポジティブなインパクト＞ 

（1）NERICA4 品種の優位性の認識 

本プロジェクトでは、適切な稲作技術を実践してもらうため、リード農家と参加農家に

NERICA4 の種子を配付してきた。NERICA4 品種の特性は、生育期間が短く、安定して高収

量が得られることである。NERICA4 品種は、播種後約 130 日間で収穫が可能である。一方、

ザンビアで一般的に栽培されている SUPA 系統の品種の生育期間は約 180 日である。したが

って、NERICA4 を栽培することは、SUPA 品種を栽培するよりも、気候変動あるいは干ばつ

による影響を受けにくい。このような優位性を農家が認識したことで、インタビューした農

家（リード農家及び参加農家）は、NERICA4 の栽培面積を更に大きくしたいとの意向を示し

た。また、NERICA4 種子を得るため、周辺農家がリード農家に種子を分けるよう申し込んだ

事例がある。 

 

＜B：より大きなインパクトを得るための課題＞ 

（1）稲作面積の拡大 

上記のとおり、NERICA4 種子がリード農家と参加農家に配付されてきた。配付量は、1 農
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家当たり 1kg である。農家は、1kg の種子を用いて、200m2（10m×20m）の圃場で稲作を行

った。本終了時評価で、リード農家と参加農家にインタビューしたところ、200m2（10m×20m）

の区画が稲作を行う標準的な区画と認識している。面積を拡大する際には、200m2 を 1 つの

区画として複数の区画を設定している。参加農家によっては、2 年目あるいは 3 年目には、

前年度に収穫した稲の一部を種子として用いて、栽培面積を 3 区画～5 区画に広げている。 イ

ンタビューした農家数は限られているものの、プロジェクト参加農家の稲作面積拡大は限定

的であると思われる。研修を受講した農家が稲作を行っている農地の周辺には、稲作が可能

な土地が更に広がっているようであり、拡大の余地はある。 

 

（2）コメ市場へのアクセス改善 

終了時評価チームはルアプラ州、東部州、西部州の稲作農家と精米所を訪問し、聞き取り

調査を行った。東部州の Nyimba 郡と Petauke 郡の稲作農家（リード農家と参加農家）の場合、

郡の中心地や精米所所在地までの距離が長いため（Nyimba 郡中心地には精米所が 1 軒あるが、

Petauke 郡には精米所がない）、また、稲作農家の所までコメを取りに来る業者が存在しない

し、精米所があるところにも精米後のコメを買い取る業者がいないため、稲作農家は生産し

たコメのほとんどを自家消費している。コメ販売を通じて稲作農家の収入を増加させるため

には、コメ市場へのアクセス改善を図る必要がある。 

 

（3）青年海外協力隊員や米国平和部隊隊員が行った指導のインパクトについて 

既に述べたように、83 名の JOCV 隊員、201 名の PCV 隊員が、彼らの C/P（普及員と農家）

とともに、稲作研修を受けた。彼らは稲作普及において重要な成果を上げているに違いない

のであるが、それらの稲作普及活動に関する情報を体系的にモニタリングすることは行われ

ていない。終了時評価チームメンバーが、JOCV 隊員の指導により、稲の正条植えを実践し

ている稲作圃場を訪問した。正条植えを実施している圃場の稲の生育状況は、種子のばらま

きを行った隣の圃場の生育状況と比較して極めて良好であった。 

 

４－５ 持続性 

政策面の持続性は確保される見込みであり、組織面の持続性は確保される見込みが高い。なお、

資金面と技術面の持続性についてはまだ不透明である。本プロジェクトの持続性全般としては、

以下に説明する点から判断して中程度と判断する。 

 

（1）政策面 

本プロジェクトの目的は、コメ収量を向上させ、稲作面積を増大させるために、稲作普及

システムを確立することである。また、「４－１ 妥当性」で述べたように、農業生産増加と

生産性向上、農業普及サービスの強化は、国家農業政策 2013 の目的であり、稲作の収量向上

及び面積増大は、SNRDS の主要目的である。したがって、本プロジェクトの政策面での持続

性は確保される見通しである。 
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（2）組織面 

ZARI は農業省内の研究機関であり、国内の 9 つの州6に試験場をもつ。計 20 名の稲研究関

連職員が 4 カ所の試験場に勤務している。具体的には、ルサカ州の Mt. Makulu 試験場（ZARI

本部所在地）、Mansa 試験場（ルアプラ州）、Misamfu 試験場（北部州）、Mongu 試験場（西部

州）である。プロジェクト期間中主として、Mansa 試験場と Mt. Makulu 試験場の研究員が JICA

専門家とともにプロジェクト活動に参加し、また、本邦あるいはウガンダなどでの研修に参

加した。プロジェクト開始時に比較して稲研究関連職員の人数は増加している。稲作研究を

継続するうえでの組織体制は強化されつつある。 

農業省の農業局については、主として、農業アドバイザリーサービス部と作物生産部の職

員が本プロジェクトに参加した。また、州農業事務所、郡農業事務所、ブロック担当、キャ

ンプ担当などの職員もプロジェクト活動に参加した。人材面では稲作技術を普及するために

必要な組織体制があると考える。 

持続性確保にとっては、人事異動や退職がリスクとなり得るものの、組織面の持続性は確

保される見込みである。 

 

（3）財務面 

「３－１ 投入実績」で述べたように、農業省はプロジェクト開始当初の 1 年目と 2 年目

にはプロジェクト活動に対する予算支出がなかった。第 3 年目（2018 年）には、農業省から

予算支出があった。稲作技術の普及活動の継続、稲研究活動の継続、普及活動に用いる農家

配付用の稲種子の生産と調達のためには、安定的かつ必要な金額の予算を支出することが必

要である。したがって、本プロジェクトの財務面の持続性が確保されているとはいい難い。 

 

（4）技術面 

ZARI の稲関連職員の稲研究能力の面では、既に述べたように、全般的にみて、職員の知

識・技能は強化された。異なる稲作環境に適した稲作技術を開発するためには、更なる能力

強化が必要である。稲作普及能力面では、MT 及びキャンプ普及員の能力が強化された。稲

作技術に関する研修活動を継続することで、それら普及関連職員の稲作に係る知識・技能を

更に強化する必要がある。また、稲作技術を稲作が可能な地域に広げていくためには、本プ

ロジェクトが対象としなかった地区で、農家向け研修や普及員向け研修を実施する必要があ

る。このほか、農家対象の稲作普及活動に係るモニタリングシステムを改善する必要もある。 

 

全般的にいって、研究及び普及にかかわる職員の更なる能力強化が必要であり、したがって、

本プロジェクトの技術面の持続性が十分に確保されているとはいい難い。 

 

４－６ 結論 

合同終了時評価チームは、以下に示すように本プロジェクトが良い成果を産出していることを

確認した。 

 

 
6 現在、ザンビアには 10 の州がある。 
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1） 稲関連ザンビア人研究者の能力が強化され、ZARI の Mansa 試験場及び Mt. Makulu 試験場

において稲研究用の施設・機器が整備された。 

2） 稲作技術研修に関する研修を実施する能力及び稲作技術を普及する能力が強化された。計

38 名の MT、93 カ所（6 州 35 郡）のキャンプのキャンプ普及員が、稲作技術に関する研修を

実施するための知識・技能を身につけた。 

3） 稲研究と稲作普及活動に有用な稲作普及パッケージが、各種マニュアルを含めて作成され

る予定である。 

4） コメ・ステークホルダー会議の開催を通じて、また、JOCV 隊員、PCV 隊員、隊員の C/P

である普及員や農家への研修を通じて、コメ・ステークホルダー間の協働が強化されてきた。 

 

稲研究と稲作普及を振興する基盤が良好に強化されてきたということができる。したがって、

本プロジェクトの目的は十分に達成されたと判断する。 

 

評価 5 項目に基づく評価結果の要約を下表に示す。 

項  目 評  価 備   考 

妥当性 高い --- 

有効性 おおむね高い --- 

効率性 中程度 --- 

インパクト 中程度 プロジェクト終了後、3 年以内に上位目標が達成するかどうかを

見通すことは現時点では難しい。 

持続性 中程度になると

予想される 

資金面と技術面の持続性についてはまだ不透明である。 
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第５章 提言及び教訓 
 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクトチーム（ザンビア側 C/P と JICA 専門家）がプロジェクトの残り期間

（2019 年 9 月 30 日まで）に行うべき事項に係る提言 

 

（1）残されているプロジェクト活動を完了させ、稲作普及パッケージ及びマニュアル類を完成

させること。 

プロジェクトの残り期間に実施する予定の活動については、「表－５ 活動の進捗状況と

主な成果」に記載している。また、稲作普及パッケージと各種マニュアルを完成させること

も必要である。残されている活動の主なものは、以下の項目である。 

1） 2018/19 作期の稲作試験結果（試験場内試験と農家圃場試験）の取りまとめ及び、分析

結果の稲研究者会議並びに JCC 会議での発表（2019 年 8 月あるいは 9 月）。 

2） 稲作ポテンシャルペーパーの更新。 

3） MT 向けワークショップ開催（1～2 回）。 

4） プロジェクト対象郡のキャンプ普及員からモニタリングレポートを回収し、モニタリン

グレポートと収集資料に基づいた分析と調査結果の取りまとめ。 

5） 稲作普及パッケージと各種マニュアルの完成（具体的には以下）： 

①普及パッケージの概要、②試験場における稲作ガイドライン、③稲品種カタログ、④稲

作技術マニュアル、⑤NERICA 生産・普及マニュアル、⑥NERICA 生産のための指導教材、

⑦モニタリングガイドライン。 

6） リモートセンシング/GIS 技術を用いたダンボ地域における稲栽培適地特定の調査結果

取りまとめのためのワークショップ開催。 

7） コメ・ステークホルダー会議の開催支援。 

 

（2）稲作普及パッケージ及びプロジェクトモニタリングシステムの有効性検証のための活動 

プロジェクトの残り期間に本プロジェクトの研修に参加した農家における良い実践事例

（good practice）とインパクトを調査する予定になっている。ザンビア側 C/P と JICA 専門家

が一緒にこの調査を実施する予定であり、稲作普及パッケージとモニタリングシステムの有

効性を検証するうえで重要である。特に、研修を受講した農家における稲作面積の拡大状況

は、拡大できそうな農地があるとみられる状況であっても、まだ限定的であるので（多くは

0.1ha 以下）、稲栽培面積の増加並びに収量増加の制約要因を特定することが重要である。 

 

（3）マニュアル類の最終化 

マニュアル類の最終化に際しては、以下の点を考慮して、より有用なマニュアルとするこ

とが肝要である。 

1） いくつかのマニュアルでは対象とする利用者が記載されていないので、明記すること。

マニュアル内の図や写真の説明文の文字が小さいため、読みづらい。読みやすい大きさの

説明文に修正すべきである。 

2） 作成されたマニュアル類がより効果的かつ広く利用されるためには、農業省がマニュア
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ル類を公式に認証することが望ましい。 

 

（4）本プロジェクトの効果とインパクトの広報 

本プロジェクトの良い実践事例やインパクトに関する調査実施後に、特定された良い実践

事例やインパクトについてパンフレット等を作成しつつ広報することが望ましい。 

 

５－１－２ 農業省に対する提言 

（1）ザンビア側 C/P のプロジェクト活動参加度 

本プロジェクトの活動には、かなり多くの農業省職員が参加した。職員によって参加度は

異なる。稲作技術はまだほとんどの職員にとって新しい。農業省職員の稲関連技術・技能を

更に高めるためには、農業省が引き続き職員に対する動機づけ、オーナーシップ醸成、プロ

ジェクト活動への積極的参加奨励を継続することが望まれる。 

 

（2）稲研究関連人材の能力強化と配置について 

ZARI の稲研究実施能力は、本邦及びウガンダでの研修参加、本プロジェクトにおける研

究活動を通じて、強化されてきた。Mansa 試験場及び Mt.Makulu 試験場で稲作研究に従事す

る職員数は増加してきた。今後 ZARI に期待することは、更に稲研究能力を強化し、必要な

人数の研究職員を試験場に配置することであり、特に Mansa 試験場については適切な人数を

配置する必要がある（この試験場における稲作研究関連職員の継続性が良くないので）。 

 

（3）稲研究及び稲作普及活動への予算支出について 

農業省はプロジェクト活動のために政府予算（C/P 予算として）を計上し支出する努力を

傾注した。しかしながら、支出された金額は十分ではなく、支出のタイミングはあまり適切

ではなかった。特に、稲作普及活動に対する政府資金の支出についての努力を継続すること

が期待される。また、他のドナー機関が支援するプログラム等の資金との協働の可能性を探

すことも必要かもしれない。 

 

（4）研究と普及間の協力の更なる強化について 

研究（ZARI）と普及（農業局）との間の協力は、本プロジェクト実施を通じて強化されて

きた。今後、農家向けの稲作技術の開発と普及のために、更に連携強化を進めることが期待

される。 

 

（5）ZARI の Mt. Makulu 試験場の有効活用と役割について 

Mt. Makulu 試験場については、Mansa 試験場と適切に役割分担しつつ、稲作研究の場所と

してだけでなく、稲作研修を実施する場所として利用することを提言する。そのためには、

Mt. Makulu 試験場の活用に関する内部調整組織を設ける必要があると考える。 

 

（6）今後の稲作研究テーマについて 

本プロジェクトを通じて、ZARI における稲作研究の基盤が強化されてきた（試験施設及

び研究人材の点で）。稲作農家のニーズに沿った、そして、裨益する稲作研究を継続すること



 

－45－ 

が望ましい。 

 

５－１－３ JICA に対する提言 

本プロジェクトの成果と制約要因を勘案すると、以下の点を考慮する必要がある。 

 

（1）稲作栽培シーズンを考慮したプロジェクト開始時期について 

本プロジェクトの開始時期は、JICA 側の都合で遅れた。プロジェクト開始時（12 月）に

は、稲作シーズンが既に始まっていた。3 回の栽培シーズンを確保するために、プロジェク

ト期間を延長せざるを得なかった。したがって、稲関連プロジェクトを適切な時期に開始す

るためには、農作物栽培シーズンを考慮することが必要である。 

 

（2）ZCARD とのコミュニケーション強化について 

CARD 振興のためには、ザンビア国アフリカ稲作振興のための共同体（ZCARD）と JICA

事務所/JICA 関係者間のコミュニケーションを強化する必要がある。 

 

（3）他ドナー機関との情報共有と協力について 

複数のドナー機関がザンビアのコメ分野を支援している。ザンビアでコメ関連プロジェク

トを効果的に実施するためには、他ドナー機関が支援するプログラムやプロジェクトの情報

を入手し、必要に応じて支援プロジェクトと協働することが、JICA プロジェクトの効果的実

施において有効であると考える。 

 

（4）ウガンダの稲研究・研修センターの活用と情報共有について 

ウガンダの稲研究・研修センターにおける研修や技術交換は、能力強化において有効であ

ると評価されている。したがって、JICA が支援する稲関連プロジェクトに参加するザンビア

側 C/P をウガンダのセンターに派遣し、引き続き研修や技術交換を行う必要がある。 

 

５－２ 教訓 

（1）モニタリング活動の改善の必要性について 

本プロジェクトでは、参加農家が、リード農家のデモ圃場で稲作研修を受講した。しかし

ながら、参加農家の稲作圃場においては直接の指導は受けていない（プロジェクト活動に入

っていない）。参加農家にも届くような技術支援が望まれる。さらに、参加農家の稲作に関す

るデータ（稲作面積、生産量や収量等）は、モニタリング活動では得られていない。プロジ

ェクトの枠組みを決める際には、プロジェクトの最終裨益者における活動状況を検証するモ

ニタリング体制を構築することが必要である。 

 

（2）JOCV 隊員との協働の効果について 

JOCV 隊員は、プロジェクト対象農家以外への稲作技術移転を実施してきている。JOCV 隊

員による普及活動は、稲作振興において、非常に大きな効果を上げていると思われる。今後

も更に、JICA 支援事業のなかで協働を進めていくことが有効であると考える。 
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（3）稲作シーズンを考慮したプロジェクト開始のタイミングについて 

既に述べたように、農業プロジェクトの効率的な実施を確保するためには、作期を考慮し

た適切なタイミングでプロジェクトを開始することが重要である。 
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第６章 所感 
 

６－１ 団長所感 

ザンビア評価団員と合同で実施した本プロジェクトの評価は、所期の成果を達成する見込みで

あり、このため 2019 年 9 月で終了することとした。3 年 9 カ月間、3 回の作期での協力であり、

この短い期間でコメの試験研究環境の基盤づくり、MT やリード農家への能力向上、このための

各種教材の整備など、プロジェクトチームは一定の成果を産出している。しかし、課題は残され

ている。 

 

（1）まずは残された活動をしっかりと完了させる。 

まずは終了時評価報告書の提言で示しているとおり、2019 年 9 月末まで実施すべき活動を

完了させることが責務といえる。併せて、後継案件のための仕込みも必要となる。後継案件

は新規にコメクラスター地域形成支援、農家による市場アクセス強化、SHEP アプローチの

導入による農家の所得向上をめざす活動を含むため、一見すると関連性がなく、性格が異な

る案件に映るが、そうではなく今まで JICA が実施してきた普及強化のプロジェクトや本プ

ロジェクトで実施してきた試験研究・技術開発の財産（人材、仕組み、教材など）を土台と

して実施するものであり、極めて継続性の高い案件であるといえる。このため、本プロジェ

クトを確実に終わらせ、かつ成果はきちんと引き継がれるよう整備する必要がある。 

 

（2）以下にいくつかの課題を示す。後継案件への宿題、対応としたい。 

1） 普及システムの検証①システム・教材 

本プロジェクトによって普及のシステムの機能強化はまだ緒についたばかりである。

JICA は、ザンビアに対して稲作技術普及ができる農業普及員の育成、その稲作技術普及シ

ステムの強化を図ってきた。また、本プロジェクトで普及のための教材を整備した。これ

らが本当に「稲作」の現場で役立つものか、まだ検証の機会は少ないといえる。 

2） 普及のシステムの検証②カスケード方式 

技術開発された技術や教材が、その研究者・技術者や日本人専門家から MT に指導され、

その MT から現地普及員へ、普及員は現場のデモ圃場などを通じて担当する地域のリード

農家及び参加農家（follower farmer）を育成することが本プロジェクトのスコープ範囲であ

った。この仕組みは、効率的に普及を行う過去の JICA の普及強化を目的としたプロジェ

クトの成果をベースに考えられている。本プロジェクトではリード農家から参加農家への

普及活動は、計画書上、プロジェクトの活動ではなく、実施のインパクト（副次的な効果）

としてとらえているものである。この方法の場合、技術の最終受け取り者である参加農家

のプロジェクトによる効果の確認ができておらず、かつ現場からのフィードバックという

点では、このアプローチは一方通行とならざるを得ない。これは本プロジェクトの制度設

計上の課題である。最終受益者のモニタリング・フィードバックもプロジェクト範囲とす

ることが望ましい。 

3） 試験研究・技術開発の継続 

本プロジェクトを通じて、ルアプラ州の Mansa 試験場、ルサカ州の Mt. Makulu 試験場の

試験研究基盤の整備が行われた。また徐々に日本の技術研修〔長期研修（留学）、短期研
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修〕を通じて、コメの専門家といわれる人材が育ってきたことは朗報である。聞き取りの

結果、日本が育成したこれらザンビア試験研究部門 ZARI の研究者はコメ研究に前向きで

ある。ただし、人材育成には時間がかかる。ウガンダのコメプロジェクトでは約 15 年か

かったといわれている。継続的に試験研究人材を育てる必要がある点と、本プロジェクト

では日本人長期専門家がそれぞれの試験場に配置して、手取り足取り指導している状況か

ら進み、年度、中期の研究計画をザンビア研究員が自ら策定し、実施することが求められ

る。JICA としても当面、試験研究人材の育成に向けた継続的支援が必要となる。 

4） 農家が必要とする技術の提供 

JICA プロジェクトのめざすところは、稲作を通じた農家の所得向上や国家の食糧安全保

障に沿ったコメ増産であり、必要とされ効果のある技術を農家に届け、稲作を実践しても

らうことによって成り立つものである。このため、試験研究は単に試験研究に終わらせず、

役立つ技術に変換し、農家に届けられなければならない。技術は使ってもらってはじめて

評価されるので、利用者にとって使いやすい技術であるべきであり、技術が適切かの検証

も必要となる。ZARI 研究者は農家や普及員の意見を汲み取り、モニタリングを通じて技

術の改良を行う必要がある。 

5） 対象地域の選択と集中 

本プロジェクトは対象州が多く、地理的に広大な面積をカバーするため、プロジェクト

チームの活動が薄まることになり、プロジェクト期間中、集中的に活動する地域を減らす

結果となった。効果を集中的に出すのが難しかったといえる。ザンビア側からは濃淡なく

全国に協力を行う希望が出されていたが、今後の教訓としては、まず重点地域（州）を決

めて、そこでの成功事例（good practice）を抽出し、その経験をもって他地域へ広げる方法

が、成果抽出の点、成功事例の広報の面でも効果的と考える。 

6） 他スキームの活用 

ザンビア全国に派遣されている青年海外協力隊（JOCV）の役割が今回の調査で明確にな

った。上述のとおり、対象地域が広範であったことから、集中的に効果を出すことが難し

かったといえるが、その間隙を補完するかたちで稲作に携わった JOCV の存在があった。

地域に根差した活動をする JOCV によってきめ細かなモニタリングができ、小規模である

ものの稲作導入のデモ圃場の効果を担っている。 

7） 作期を考慮したプロジェクト期間の設定 

もともと 3 年間の期間で始められた協力であるが、専門家のリクルートが困難となり派

遣が遅れ、協力初年度の作期が既に始まっていたため、3 回の作期を確保するため 9 カ月

の延長としたが、そうなってしまったことは効率性の点でネガティブな影響があった。日

本人専門家の派遣のタイミング、また農業分野の協力においては作期を考慮した期間設定

が重要となる。 

8） 持続性の確保 

ザンビア側の予算が十分になく、いままで 1 回のみの配付にとどまっている。特に現場

普及員の活動に支障が出ている。アフリカの他国でも共通する事項であるが、政府の予算

不足はプロジェクトの持続性に大きく影響する。不断な申し入れが重要と認識する。 

9） 広報活動を意識 

多くの JICA 技術協力の反省点として、広報活動が弱いことが挙げられる。技術は使わ
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れてこそのモノ、特に広報を通じて技術普及の広がりに幅をもたせることができ、この農

業普及分野のプロジェクトには重要となる。広報に必要な追加的な予算が必要であれば、

前向きに検討する。 
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協

力
企

画
）

 
安

藤
 

（
コ

メ
振

興
）

 
道
順

 勲
（
評
価
分
析
）

 
M

r. 
A

nd
re

w
 

So
ng

is
o 

M
r. 

A
le

x 
K

ab
w

e 
1 

4
月

8
日

 
月

 
 

 
 

 
日

本
発

 
 

 

2 
4
月

9
日

 
火

 
 

 
 

 
ル

サ
カ

着
 

・
JI

C
A
ザ

ン
ビ

ア
事
務
所
打
合
せ

 
 

 

3 
4
月

10
日

 
水

 
 

 
 

 
・

農
業

省
農

業
局

C
/P

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

 
・

JI
C

A
専

門
家

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
情
報
収
集

 
 

 

4 
4
月

11
日

 
木

 
 

 
 

 
・

ZA
R

Iの
M

t. 
M

ak
ul

u
試
験
場
の

C
/P

へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー

及
び

稲
試
験
圃
場
等
施
設
の
視
察

 
 

 

5 
4
月

12
日

 
金

 
日

本
発

 
 

 
 

・
農

業
省

農
業
局
の

C
/P

へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

JI
C

A
専

門
家

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
情
報
収
集

 
 

 

6 
4
月

13
日

 
土

 
ル

サ
カ

着
 

 
 

 
報

告
書

作
成

 
 

 
7 

4
月

14
日

 
日

 
内

部
打

合
せ

 
ル

サ
カ

着
及

び
内

部
打

合
せ

 
 

 
内

部
打

合
せ

 
 

 

8 
4
月

15
日

 
月

 

・
日

本
大

使
館

表
敬

 
・

農
業

省
次

官
表

敬
 

・
農

業
局

及
び

ZA
R

Iと
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

 
・

ZC
A

R
D
及

び
農

業
ビ

ジ
ネ

ス
局

と
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

 

 
 

移
動

：
ル

サ
カ
→

M
an

sa
 

9 
4
月

16
日

 
火

 

移
動

：
ル

サ
カ

→
M

an
sa

 
・

M
an

sa
試

験
場

視
察

 
 

 
・

M
an

sa
試

験
場
視
察

 
・

JO
C

V
隊

員
支

援
稲
作
圃
場
視
察

 
・

ル
ア

プ
ラ

州
農
業
調
整
官
表
敬
及
び

PA
O
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

M
an

sa
郡

の
D

A
C

O
代
理

/S
A

O
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

 
・

JO
C

V
隊

員
支

援
稲

作
圃

場

視
察

 
・

ル
ア

プ
ラ

州
農

業
調

整
官

表

敬
及

び
PA

O
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
M

an
sa

郡
の

D
A

C
O
代

理

/S
A

O
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
C

O
B

SI
事

業
の

簡
易

堰
視

察
（

C
hi

pi
li
郡

）
 

・
C

O
B

SI
事

業
の

簡
易

堰
視

察
（

M
an

sa
郡

）
 

10
 

4
月

17
日

 
水

 
・

M
w

en
se

郡
の

デ
モ

圃
場

視
察

 
・

M
an

sa
市

内
の

精
米

所
で

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
（

C
SS

）
 

・
M

an
sa

市
の

市
場

内
の

コ
メ

販
売

人
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

 
 

・
M

w
en

se
郡
の

デ
モ
圃
場
視
察

 
・

M
an

sa
市

内
の
精
米
所
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（

C
SS

）
 

・
M

an
sa

市
の
市
場
内
の
コ
メ
販
売
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
 

 
 

移
動

：
M

an
sa
→

M
on

gu
 

 
 

移
動

：
M

an
sa
→

M
on

gu
 

--
- 

11
 

4
月

18
日

 
木

 

・
西

部
州

PA
O
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
西

部
州

政
府

の
次

官
補

表
敬

 
・

M
on

gu
市

内
の

精
米

所
で

の
イ
ン

タ
ビ

ュ
ー
（

D
io

ce
se
） 

・
Se

fu
la
灌

漑
地

区
の

近
隣

の
稲

作
農

家
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

 
 

・
西

部
州

PA
O
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

西
部

州
政

府
の
次
官
補
表
敬

 
・

M
on

gu
市

内
の
精
米
所
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（

D
io

ce
se
）

 
・

Se
fu

la
灌

漑
地
区
の
近
隣
の
稲
作
農
家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

移
動
：

M
an

sa
→
ル
サ
カ
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日

本
側

評
価

調
査

団
 

ザ
ン
ビ
ア
側
評
価
調
査
団

 

 
月
日

 
曜

 
稲

田
 

（
協

力
企

画
）

 
野

口
 

（
団

長
）

 
福

本
 

（
協

力
企

画
）

 
安

藤
 

（
コ

メ
振

興
）

 
道
順

 勲
（
評
価
分
析
）

 
M

r. 
A

nd
re

w
 

So
ng

is
o 

M
r. 

A
le

x 
K

ab
w

e 
・

M
on

gu
の

Fa
rm

 In
st

itu
te
で

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
M

on
gu

の
Fa

rm
 In

st
itu

te
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
12

 
4
月

19
日

 
金

 
移

動
：

M
on

gu
→

ル
サ

カ
 

 
 

移
動

：
M

on
gu
→
ル
サ
カ

 
 

 
 

 
報

告
書

作
成

 
M

t. 
M

ak
ul

u
試
験

場
視

察
 

 
 

報
告

書
作

成
 

 
 

13
 

4
月

20
日

 
土

 
ル

サ
カ

発
 

ル
サ

カ
発

 
 

 
報

告
書

作
成

 
 

 
14

 
4
月

21
日

 
日

 
 

 
 

 
報

告
書

作
成

 
 

 
15

 
4
月

22
日

 
月

 
 

 
 

 
報

告
書

作
成

 
 

 

16
 

4
月

23
日

 
火

 
 

 
 

 
移

動
：

ル
サ

カ
→
東
部
州

Pe
ta

uk
e
郡

 
・

Pe
ta

uk
e
郡

M
w

an
ja

w
an

th
u1

 c
am

p
の
リ
ー
ド
農
家
と

参
加

農
家

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
同
左

 

17
 

4
月

24
日

 
水

 

 
 

 
 

移
動

：
Pe

ta
uk

e
郡
→

N
yi

m
ba

郡
 

・
N

yi
m

ba
郡
の

D
A

C
O
表
敬

 
・

V
iz

im
um

ba
 c

am
p
の
デ
モ
圃
場
視
察
と
リ
ー
ド
農
家

及
び

参
加

農
家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

C
hi

ko
nt

ha
 c

am
p
の
デ
モ
圃
場
視
察
と
リ
ー
ド
農
家
及

び
参

加
農

家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
同
左

 

18
 

4
月

25
日

 
木

 

 
 

 
 

・
N

yi
m

ba
郡
の
精
米
所
視
察

 
・

N
yi

m
ba

郡
の
市
場
内
の
コ
メ
販
売
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

N
yi

m
ba

郡
の
卸
売
り
業
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
 
移

動
：

N
yi

m
ba

郡
→
ル
サ
カ

 

 
同
左

 

19
 

4
月

26
日

 
金

 
 

 
 

 
JI

C
A
専

門
家
か

ら
情
報
収
集

 
 

 
20

 
4
月

27
日

 
土

 
 

 
 

 
報

告
書

作
成

 
 

 
21

 
4
月

28
日

 
日

 
 

 
 

日
本

発
 

報
告

書
作

成
 

 
 

22
 

4
月

29
日

 
月

 
 

 
 

ル
サ

カ
着

 
・

JI
C

A
専

門
家

か
ら
情
報
収
集

 
 

 
 

 
 

 
 

 
JI

C
A
事

務
所

打
合

せ
及

び
B

us
ek

o
市
場
内
の
精
米
所
訪
問

 
 

 
23

 
4
月

30
日

 
火

 
 

 
 

移
動

：
ル

サ
カ

→
 M

an
sa
（

ル
ア
プ
ラ
州
）

 
 

 

24
 

5
月

1
日

 
水

 

 
 

 
・

C
he

m
be

郡
の
農

家
圃

場
試

験
サ
イ
ト
視
察

 
・

C
he

m
be

郡
の
市

場
内

の
コ

メ
販
売
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

精
米

所
（

C
SS

）
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び

M
an

sa
市
場
内
の
コ
メ
販
売
人

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

 

 
 

25
 

5
月

2
日

 
木

 

 
 

 
・

M
an

sa
 試

験
場

視
察

 
・

M
Fi

na
nc

e
の

M
an

sa
支

店
訪

問
 

・
N

AT
A

SA
V

E
の

M
an

sa
支
店
訪
問
（

N
at

io
na

l S
av

in
gs

 
an

d 
C

re
di

t B
an

k）
 

・
C

&
C

 W
or

ld
 T

ra
de

 C
o.

 L
td

訪
問

（
食
品
加
工
企
業
）

 

報
告
書
作
成
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日

本
側

評
価

調
査

団
 

ザ
ン
ビ
ア
側
評
価
調
査
団

 

 
月
日

 
曜

 
稲

田
 

（
協

力
企

画
）

 
野

口
 

（
団

長
）

 
福

本
 

（
協

力
企

画
）

 
安

藤
 

（
コ

メ
振

興
）

 
道
順

 勲
（
評
価
分
析
）

 
M

r. 
A

nd
re

w
 

So
ng

is
o 

M
r. 

A
le

x 
K

ab
w

e 

26
 

5
月

3
日

 
金

 

 
 

 
・

JO
C

V
隊

員
と

そ
の

C
/P

で
あ

る
稲
作
農
家
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

Sa
m

fy
a
郡

Fi
ba

la
la

 c
am

p
の

リ
ー
ド
農
家
と
キ
ャ
ン
プ
普
及
員
へ
の
イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

 
・

Sa
m

fy
a
郡

の
精

米
所

イ
ン

タ
ビ
ュ
ー

 

 
 

27
 

5
月

4
日

 
土

 
 

 
 

移
動

：
Sa

m
fy

a
郡

（
ル

ア
プ

ラ
州
）
→
ル
サ
カ

 
 

 
28

 
5
月

5
日

 
日

 
 

 
 

報
告

書
作

成
 

 
 

29
 

5
月

6
日

 
月

 
 

 
 

移
動

：
ル

サ
カ

→
M

on
gu
（

西
部

州
）

 
・

西
部

州
PA

O
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
JI

C
A
専
門
家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
報
告
書
作
成

 
 

 

30
 

5
月

7
日

 
火

 

 
 

 
・
精

米
所

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー
（

A
PG

精
米
所
、

M
on

gu
 D

io
ce

se
、

M
on

gu
港

）
 

・
ロ

ー
カ

ル
市

場
の

コ
メ

販
売

業
者

及
び

ト
レ

ー
ダ

ー
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
M

on
gu

商
工

会
議

所
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

 
・

N
am

sh
ak

en
de

 F
ar

m
 In

st
itu

te
視
察

 

報
告
書
作
成

 
 

 

31
 

5
月

8
日

 
水

 
 

 
 

・
Se

fu
la
灌

漑
稲

作
農

家
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

 
・

精
米

所
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
農

家
組

合
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 

・
JI

C
A
専
門
家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・

坪
井

短
期

専
門

家
の

農
業

省

へ
の
活
動
報
告
に
同
席

 

 
 

32
 

5
月

9
日

 
木

 
 

 
 

移
動

：
M

on
gu
→

ル
サ

カ
 

・
N

at
io

na
l M

ill
in

g
視

察
（

ル
サ

カ
市
）

 
・
終
了
時
評
価
レ
ポ
ー
ト
案
の
内
容
議
論

 
 

33
 

5
月

10
日

 
金

 
 

 
 

・
M

t M
ak

ul
u
試

験
場

視
察

 
・

IF
A

D
ザ
ン
ビ
ア
事
務
所
訪
問

 
・

A
fD

B
ザ
ン
ビ
ア
事
務
所
訪
問

 
 

 

・
JI

C
A
ザ

ン
ビ

ア
事

務
所

で
の

打
合
せ

 

34
 

5
月

11
日

 
土

 
 

日
本

発
 

報
告

書
作

成
 

終
了

時
評

価
報

告
書

案
の

検
討

 
 

終
了

時
評

価
報

告

書
案

の
検

討
 

35
 

5
月

12
日

 
日

 
 

ル
サ

カ
着

 
報

告
書

作
成

 
 

 
 

 
 

 
内

部
打

合
せ

 
 

36
 

5
月

13
日

 
月

 
 

農
業

省
と

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
 

内
部

打
合

せ
（

終
了

時
評

価
報

告
書

案
と

次
期

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
ミ

ニ
ッ

ツ
案

）
 

 

37
 

5
月

14
日

 
火

 
 

農
業

省
と

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
：

終
了

時
評

価
報

告
書

案
と

次
期

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
ミ

ニ
ッ

ツ
案

の
説
明

 

38
 

5
月

15
日

 
水

 
 

・
ZA

R
Iと

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
：

次
期

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

概
要

の
説

明
 

・
ミ

ニ
ッ

ツ
最

終
化

（
終

了
時

評
価

と
次

期
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
M

/M
）

 
 

39
 

5
月

16
日

 
木

 
 

JC
C
会

議
：

終
了

時
評

価
結

果
の

説
明

と
次

期
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

概
要

説
明

、
ミ

ニ
ッ

ツ
署

名
 

40
 

5
月

17
日

 
金

 
 

日
本

大
使

館
報

告
 

ル
サ

カ
発

 
ル
サ
カ
発

 
 

 
41

 
5
月

18
日

 
土

 
 

ル
サ

カ
発

 
--

- 
日

本
着

 
日
本
着
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３．PDM ver.4（仮和文）

 

 

PD
M

 V
er

si
on

 4
  

（（
仮仮

和和
文文

版版
））

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

：
コ

メ
普

及
支

援
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

実
施
機
関
：
農
業

省
の

農
業

局
及

び
ザ

ン
ビ

ア
農

業
研

究
所

（
ZA

R
I）

 
タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル

ー
プ

：
普

及
員

、
研

究
者

及
び

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

サ
イ

ト
の

稲
作

農
家

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期

間
：

20
15

年
12

月
～

20
19

年
9
月

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ

イ
ト

：
ル

ア
プ

ラ
州

、
北

部
州

、
ム

チ
ン

ガ
州

、
北

西
州

、
西

部
州

、
カ

ッ
パ

ー
ベ

ル
ト

州
、

東
部

州
、

ル
サ

カ
州

 
モ
デ
ル
サ
イ
ト
：

ル
ア

プ
ラ

州
 

改
訂

日
：

20
18

年
11

月
6
日

(J
C

C
) 

ププ
ロロ

ジジ
ェェ

クク
トト

要要
約約

 
指指

  
標標

 
指指

標標
入入

手手
手手

段段
 

外外
部部

条条
件件

 
達達

成成
状状

況況
 

備備
考考

 
上上

位位
目目
標標

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

よ
り

構
築

さ

れ
た
稲
作
普
及
シ

ス
テ

ム
を

用

い
て
対
象
州
に
お

け
る

稲
作

技

術
普
及
が
促
進
さ

れ
る

。
 

1.
 プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

サ
イ

ト
の

農
家

に
お

け
る

コ
メ

収
量

が
少

な
く

と
も

25
％

増
加

す

る
。

 
・

農
業

局
に

よ
る

調
査

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
気
象
災
害
や
病
虫
害
が
発
生
し

な
い
。

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
社
会
的
混
乱
や
経
済
状
況
の
急

激
な
悪
化
が
生
じ
な
い
。

 

 
 

2.
 プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

サ
イ

ト
の

稲
作

面
積

が
少

な
く

と
も

20
％

増
加

す
る

。
 

 
 

ププ
ロロ

ジジ
ェェ

クク
トト
目目

標標
 

対
象
地
域
に
お
い

て
稲

作
普

及

シ
ス
テ
ム
が
構
築

さ
れ

る
。

 

1.
 関

係
者

間
で
、

稲
作

普
及

パ
ッ

ケ
ー

ジ
が

開
発

さ
れ

る
。

 
2.

 開
発

さ
れ

た
稲

作
普

及
パ

ッ
ケ

ー
ジ

が
関

係
者

に
よ

っ
て

利
用

さ
れ

る
。

 
・

事
業

完
了

報
告
書

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
気
象
災
害
や
病
虫
害
が
発
生
し

な
い
。

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
社
会
的
混
乱
や
経
済
状
況
の
急

激
な
悪
化
が
生
じ
な
い
。

 

 
 

成成
  

果果
 

1.
 稲

研
究
実
施
能

力
が

強
化

さ

れ
る
。

 

1-
1.

 M
an

sa
研

究
所

に
研

究
施

設
が

整
備

さ
れ

る
。

 
1-

2.
 研

究
所

で
10

品
種

の
特

徴
が

記
載

さ
れ

る
。

 
1-

3.
 農

家
圃

場
試

験
サ

イ
ト

で
、

少
な

く
と

も
各

地
域

の
条

件
に

適
し

た
1
品

種
が

特
定

さ
れ

る
。

 
1-

4.
 栽

培
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

開
発

す
る

た
め

、
少

な
く

と
も

24
回

の
試

験
が

実
施

さ

れ
る

（
8
地

区
×

3
年

）
。

 
1-

5.
 少

な
く

と
も

15
名

の
職

員
が

海
外

で
の

稲
関

連
研

修
に

参
加

す
る

。
 

1-
6.

 コ
メ

生
産

ポ
テ
ン

シ
ャ

ル
ペ

ー
パ

ー
が

更
新

さ
れ

る
。

 

・
事

業
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
シ

ー
ト

 
・

事
業

完
了

報
告
書

 

・
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
気
象
災
害
や
病
虫
害
が
発
生
し

な
い
。

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
社
会
的
混
乱
や
経
済
状
況
の
急

激
な
悪
化
が
生
じ
な
い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
 普

及
活
動
実
施

能
力

が
強

化

さ
れ
る
。

 
2-

1.
 1

80
名

以
上

の
普

及
員

が
研

修
を

受
け

る
（

60
名

×
3
年

）
。

 
2-

2.
 研

修
を

受
講

し
た

普
及

員
の

80
％

が
活

動
結

果
を

報
告

す
る

。
 

2-
3.

 4
,5

00
以

上
の

農
家

が
圃

場
研

修
に

参
加

す
る

（
女

性
の

割
合

が
30
％

以
上

）
。

 
2-

4.
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
サ

イ
ト

に
30

0
カ

所
の

圃
場

研
修

サ
イ

ト
が

設
置

さ
れ

る
。

 
2-

5.
 8

0％
の

稲
作

農
家

が
、

普
及

員
の

助
言

に
満

足
す

る
。

 
2-

6.
 普

及
員

を
研

修
す

る
た

め
、
少

な
く

と
も

20
名

の
マ

ス
タ

ー
ト

レ
ー

ナ
ー

が
稲

作
に

関
す

る
研

修
・

能
力

強
化

を
受

け
る

。
 

・
事

業
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
シ

ー
ト

 
・

事
業

完
了

報
告
書

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.
 稲

作
の
た
め
の

適
切

な
普

及

パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

開
発

さ
れ

る
。

 

3-
1.

 研
修

カ
リ

キ
ュ
ラ

ム
と

研
修

教
材

が
作

成
さ

れ
る

。
 

3-
2.

 稲
作

に
適

し
た
地

域
が

特
定

さ
れ

る
。

 
・

事
業

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
シ

ー
ト

 
・

研
究

活
動

の
成
果
報
告

書
 

・
事

業
完

了
報

告
書
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4.
 N

R
D

S
の
調

整
を

通
じ

て
、
コ

メ
の
ス
テ
ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

間

の
協
働
が
強
化

さ
れ

る
。

 

4-
1.

 少
な

く
と
も

年
1
回

、
国

家
レ

ベ
ル

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
が

開
催

さ
れ

る
。

 
4-

2.
 少

な
く

と
も

20
0
の

他
の

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

が
稲

作
に

関
す

る
研

修
を

受
け

る
。

 

・
事

業
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
シ

ー
ト

 
・

ス
テ

ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
会

議
の

報
告

書
 

・
事

業
完

了
報

告
書

 

 
 

 
 

活活
  

動動
 

投投
  

入入
 

外外
部部

条条
件件

 
0.

1 
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

事
務

所
を

設
置

す
る

。
 

0.
2 

中
央
政
府

レ
ベ

ル
で

キ
ッ

ク
オ

フ
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ
を

開
催

す
る

。
 

0.
3 

中
央
政
府

レ
ベ

ル
で

C
/P

を
配

置
す

る
。

 
0.

4 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
概

要
を

説
明

す
る

た
め

の
会

議
や
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

を
州

レ
ベ

ル
で

開
催

す
る

。
 

0.
5 

州
レ
ベ
ル
、
郡

レ
ベ

ル
で

C
/P

を
配

置
す

る
。

 
0.

6 
ス
テ
ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

と
会

議
を

行
う

。
 

1.
1 

研
究
所
に

お
け

る
推

奨
品

種
特

定
を

含
む

研
究

計
画

を
作

成
す

る
。

 
1.

2 
研
究
所
で

研
究

を
実

施
し

、
結

果
を

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

運
営

会
議

で
報

告
す

る
。

 
1.

3 
農
家
圃
場

試
験

の
た

め
の

計
画

を
作

成
す

る
。

 
1.

4 
農
家
圃
場

試
験

を
実

施
す

る
。

 
1.

5 
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

に
お

い
て

ク
リ

ー
ン

な
種

子
生

産
を

支
援

す
る

。
 

1.
6 

栽
培
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
開

発
し

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
運

営
会

議
に

結
果

を
報

告
す

る
。

 
1.

7 
コ
メ
生
産

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

ペ
ー

パ
ー

を
更

新
す

る
。

 
2.

1 
郡
プ
ロ
フ

ィ
ー

ル
調

査
を

通
じ

て
稲

作
適

地
選

定
の

た
め

の
基

準
を

作
成

す
る

。
 

2.
2 

郡
農
業
戦

略
を

用
い

て
候

補
の

郡
を

選
定

す
る

。
 

2.
3 

マ
ス
タ
ー

ト
レ

ー
ナ

ー
を

選
定

す
る

。
 

2.
4 

マ
ス
タ
ー

ト
レ

ー
ナ

ー
と

と
も

に
稲

栽
培

環
境

ご
と

に
普

及
計

画
、

研
修

計
画

を
策

定
す

る
。

 
2.

5 
講
師
研
修

（
TO

T）
及

び
普

及
員

研
修

を
実

施
す

る
。

 
2.

6 
農
家
圃
場
に
お

け
る

圃
場

研
修

の
た

め
の

計
画

を
作

成
す

る
。

 
2.

7 
農
家
圃
場
に
お

け
る

圃
場

研
修

を
実

施
す

る
。

 
2.

8 
圃
場
研
修
サ
イ

ト
の

状
況

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

、
結

果
を

報
告

す
る

。
 

3.
1 

普
及
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の

概
要

を
決

め
る

。
 

3.
2 

活
動

1
と
活

動
2
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

す
る

。
 

3.
3 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果

を
整

理
し

、
評

価
す

る
。

 
3.

4 
稲
の
普
及
パ
ッ

ケ
ー

ジ
を

開
発

す
る

。
 

4.
1 

ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー

と
の

国
家

レ
ベ

ル
会

議
を

支
援
す

る
。

 
4.

2 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
た

め
の

テ
ー

マ
別

会
議

を
開

催
す
る

。
 

4.
3 

ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー

間
の

協
働

活
動

を
実

施
す

る
た
め

、
農

業
局

を
支

援
す

る
。

 
4.

4 
稲
作
普
及
の
た

め
海

外
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

を
支

援
す
る

。
 

日
本
側

 
 a.

 人
材

  
JI

C
A
は

、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
目

標
を

達
成
す
る
た
め
専
門
家

チ
ー

ム
を
派
遣
す
る
。
以
下

の
専

門
性
を
も
つ
チ
ー
ム
と

す
る

。
 

長
期

専
門

家
 

・
チ

ー
フ

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

/稲
作

振
興

 
・

組
織

間
連

携
強
化

/業
務
調
整

 
・

普
及

/研
修

 
短

期
専

門
家

 
必

要
に

応
じ

て
以
下
の
よ
う
な

分
野

 
・

稲
作

研
究

 
・

稲
育

種
 

・
土

壌
分

析
 

・
収

穫
後

処
理
技
術
等

 
 b.

 機
材

等
 

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
実
施
の
た
め

の
材

料
、
道
具
、
機
材

 
 c.

 そ
の

他
 

そ
の

他
の

国
あ
る
い
は
本
邦

で
の

研
修

 

ザ
ン
ビ
ア
側

 
 a.

 人
材

 
C

/P
人
員

 
 b.

 施
設
等

 
オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス

 
 c.

 資
金

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に

必
要
な
経
費

 

   
前前

提提
条条

件件
 


適

切
な

人
数

で
能

力
あ

る
C

/P
が
配
置

さ
れ
る
。

 


ザ

ン
ビ

ア
の

政
策

や
戦

略

が
国

内
コ

メ
生

産
に

と
っ

て
望

ま
し

い
も

の
で

あ
り

続
け
る
。

 
   

課課
題題

とと
対対

策策
 

  

* 
 

圃
場
試
験

 -
--

 品
種

選
定

、
研

究
者

に
よ

る
適

応
技

術
。

 
**

  
農
家
圃
場
に

お
け

る
圃

場
研

修
 -

--
 普

及
員

及
び

農
家

に
よ

る
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
。

投
入

は
、

デ
モ

圃
場

の
農

家
に

よ
る

。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
は
、
種
子
と
技
術
支
援
だ
け
提
供
す
る
。

 
**

* 
稲
作
普
及
パ

ッ
ケ

ー
ジ

に
は

、
稲

作
の

た
め

の
技

術
パ

ッ
ケ

ー
ジ

、
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

及
び

研
修

教
材

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

が
含

ま
れ
る
。
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