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貧困関連用語解説1 
 

(1) 貧困指標 
用語 解説 
絶対的貧困 
Absolute Poverty 

 

ある最低必要条件の基準が満たされていない状態を示す。一般的には、人間として

生存するために最低限必要とされる食糧と食糧以外のものが購入できるだけの所

得または支出水準（＝貧困線）に達していない状態を絶対的貧困と定義する。 
相対的貧困 
Relative Poverty 
 

ある地域社会の大多数よりも貧しい状態を示す。例えば所得が地域内の下位 10％
に属する人は、衣食住が満たされていても相対的貧困者となる。また中所得国以上

では、人間の生存の為に最低限必要な食糧と食糧以外の日常品ではなく、その社会

で一般的な生活を送るために必要な収入・支出水準を元に相対的貧困線を設定する

国もある。OECD などでは中位可処分所得の 50％の水準を高所得国の相対的貧困

線と定義している。 
貧困線 
Poverty Line 

所得または支出水準が最低限の必要を満たす水準が貧困線であり、それに達しない

層（=貧困者）が全人口に占める割合を貧困率・または指数として示す。これによ

り表される貧困を経済的貧困、所得貧困とも言う。 
国際貧困線 
International 
Poverty Line 

MDGs を機に、国際的な絶対的貧困線として「１日１ドル未満」が設定された。国

際貧困線以下の人口が世界の絶対的貧困者の数であり、その割合が国際貧困率とし

て算出される。1993 年購買力平価での最貧 15 か国の貧困線の平均が月 32.74 米ド

ル（一日 1.08 米ドル）であったことから、MDGs 指標として一日 1 ドルの指標が

採用された。最貧国の国別貧困線の各国の物価は異なり、同じ１ドルで購入できる

ものには大差があるため、購買力平価（Purchasing Power Parity：PPP）を用いて、

米国での１ドルの購買力に相当するように調整されている。2005 年以降の貧困線

は物価上昇などを加味し、2008 年購買力平価における最貧 15 か国の貧困線の平均

から、一日 1.25 ドルが国際比較のための絶対貧困線とされている
2
。 

国別貧困線 
National Poverty Line 

国ごとの実情を反映し、各国政府が家計調査のデータなどに基づいて独自に設定し

たのが国別貧困線である。国内における物価の差異に対応するため、都市、地方、

あるいは地域ごとに設定された異なる貧困線を元に、統計的に国家貧困線を算出す

る場合もある。多くの発展途上国では、下記のベーシックニーズ貧困線が国別貧困

線とされている
3
。下記の食糧貧困線とベーシックニーズ貧困線は、国により

Upper/Lower Poverty Line や、Poverty Line/Extreme Poverty Line など様々な表

現があるため、定義によっていずれであるかを判断する必要がある。 
食糧貧困線 
Food Poverty Line 

人間が生存していく上で、最低限必要なエネルギーを摂取できる支出レベルを算出

したもの。摂取エネルギーは、FAO が提唱する成人の一日に必要なカロリー（2100
カロリー）を基準に、国ごとに設定される場合が多い。そのカロリーを摂取するた

めの基本的な食糧の種類や構成は国ごとに設定され、都市・地方、あるいは地域の

差異も配慮される場合がある。 
ベーシックニーズ貧困線 
CBN/Basic Needs 
Poverty Line 

ベーシックニーズ費用手法（The Cost of Basic Needs Method: CBN）を用い、食

糧貧困線に非食糧、すなわち衣類、住居、医療などのための最低限の支出金額を足

して算出される。 
非食糧貧困線 
Non Food  
Poverty Line 

非食糧ニーズの種類や構成は国ごとに設定され、都市・地方、あるいは地域の差異

も配慮される場合も多い。また、所得貧困（Income Poverty）という表現がされ

ることが多いが、途上国での貧困率の算出に使用されるのはほとんどの場合支出に

関するデータである 。 

                                                 
1 主に国際協力総合研修所 2008 年 3 月『指標から国を見る～マクロ経済指標、貧困指標、ガバナンス指標の見方』

（http://jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jica/field/pdf/200803_aid02.pdf）、世界銀行

（2009）Measuring Poverty and Inequality（http://go.worldbank.org/4WJH9JQ350）を元に作成。 
2 World Bank (2008) Dollar a Day Revisited （http://go.worldbank.org/SMQ2FCW4J0） 
3 World Bank (2012) Poverty Measurement Methodology by Country (http://go.worldbank.org/OP02MEZ880)  

http://jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jica/field/pdf/200803_aid02.pdf
http://go.worldbank.org/4WJH9JQ350
http://go.worldbank.org/SMQ2FCW4J0
http://go.worldbank.org/OP02MEZ880
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用語 解説 
貧困ギャップ率・指数 
Poverty Gap Ratio・
Index、P1 

貧困率が貧困の発生頻度を表すのに対し、貧困ギャップ率は貧困の平均的「深さ

（depth）」を表すために用いられる。通常、国別貧困率を元に算出される。 
貧困ギャップ率は、国民の収入または支出が貧困線に対して何パーセント下回って

いるか（乖離しているか）を、貧困線以上の人々の乖離率をゼロとして計算した数

値である
4
。貧困ギャップ率に貧困線と人口を乗じた数字が、貧困削減のための最

低限の必要な費用であるとされ、政策上の目安となる。 
二乗貧困ギャップ率・指数 
Squared Poverty Gap 
Ratio ･ Index/Poverty 
Severity Ratio･Index､P2 

貧困の極端な「深刻さ（severity」を表すために用いられる。通常国別貧困率を元

に算出される。二乗貧困ギャップ率は、貧困線からの乖離率を二乗したもので、乖

離率が高ければ（貧困の深刻度が高い）、より大きく数値に反映される。 

 
(2) 不平等指数 
用語 解説 
ジニ係数・指数 
Gini Coefficient,  
Gini Index 

国や地域の所得（または消費）の平等・不平等度を示す指標。完全に平等な社会で

は０になり、完全に不平等な社会では１となる。なお、世界銀行の統計などではパ

ーセンテージ表示のジニ指数（Gini Index）を用いており、完全に不平等な社会を

100 で表す。通常 30 から 50 の範囲になることが多く、40 を超えると社会が不安

定になると一般的に言われている。 
所得階層別の所得シェア 
Percentage Share of 
Income or 
Consumption 

ジニ係数を算出する基礎となるもの。人口を所得水準で階層分類し（五分位または

十分位）、国全体の所得のうちそれぞれの階層が占める割合を％で表示。一般的に、

五分位の最下層 20％が全体の 6－10％の消費を行い、最上位 20％が全体の 35－
50％の消費を行っている場合が多い。 

 
(3) 開発指数 
用語 解説 
人間開発指数 
Human Development 
Index：HDI5 

人間開発の３つの基本的側面（①寿命、②知識、③生活水準）を総合して、各国の

達成度を測定、比較するための指数。経済指標のみでは表せない国の開発の度合い

を表す尺度として、UNDP が 1990 年に刊行した『人間開発報告（Human 
Development Report）』の中で用い各国のランキングを行ったことに始まる。算出

方法は、①平均寿命指数、②教育指数（成人識字率と初等・中等・高等教育総就学

率）、③GDP 指数（１人当たり実質 GDP（PPP））について、それぞれの最大値を

１、最小値を０として算出し、３つの平均値をとる。2010 年より HDI の派生指標

として不平等調整済み HDI（IHDI）が導入されている。また、それまで発表されて

いたジェンダー開発指数（GDI）とジェンダーエンパワメント指数（GEM）に代わ

ってジェンダー不平等指数（GII）が、人間貧困指数（HPI）に代わって多次元貧困

指数（MPI）が導入された。 

 

                                                 
4 World Bank (2009) “Handbook on poverty and inequality” （http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821376133.） 
5 HDI の詳細については UNDP HDI 公式ウェブサイト（http://hdr.undp.org/en/data/about/） 
 UNDP 東京事務所から日本語でも入手可能。

http://www.undp.org/content/tokyo/ja/home/library/human_development/human_development1.html） 

http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821376133
http://hdr.undp.org/en/data/about/
http://www.undp.org/content/tokyo/ja/home/library/human_development/human_development1.html
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(4) その他 
用語 解説 
ミレニアム開発目標 
(Millennium 
Development Goals: 
MDGs)6 

2000 年 9 月、ニューヨークの国連本部で開催された国連ミレニアム・サミットに

参加した 147 の国家元首を含む 189 の国連加盟国代表は、21 世紀の国際社会の目

標として「国連ミレニアム宣言」を採択した。この宣言と 1990 年代に開催された

主要な国際会議やサミットでの開発目標をまとめたものが MDGs である。MDGs
は国際社会の課題に対して、2015 年までの達成を目指す期限付きの 8 つの目標、

21 のターゲット、60 の指標を掲げている。貧困に関する様々な経済的・非経済的

指標が取り上げられているが、その第 1 目標が、「一日 1.0 ドルの未満（2005 年以

降は 1.25 ドル）の絶対的貧困線以下の人口を半減する」という目標である。 
脆弱度分析と地図化

(Vulnerability Analysis 
and Mapping: VAM)7 

食糧安全保障の観点から、「人々が最低限の厚生水準を維持できないほど、食糧へ

のアクセスや食糧消費が急速に低下する可能性」を「脆弱性」と定義し、地域別の

脆弱度を地図化したものが VAM である。WFP が緊急食糧援助を行う際、援助を最

も必要とする人々や地域を選定し、効果的な支援を行うために開発した。 
VAM は、包括的食糧安全保障・脆弱度分析（CFSVA）、食糧安全保障モニタリン

グ・システム、GIS データを用いた空間分析と地図化の３つの活動からなる。

CFSVA では、社会政治環境、地理・気象条件、マクロ経済、教育・保健水準、農

業、環境などの観点から食糧安全保障と脆弱性に影響を与える要素を包括的に分析

する。既存のデータに加え、家計調査や市場価格調査などを組み合わせ、「どのよ

うな社会グループ（生計活動や食糧入手手段）が影響を受けやすいか」などの分析

も行う。 

 

                                                 
6 MDG については国連 MDG 公式ウェブサイト（http://unstats.un.org/unsd/mdg/default.aspx） 
7 VAM に関しては WFP VAM ウェブサイト（http://www.wfp.org/food-security） 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/default.aspx
http://www.wfp.org/food-security
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（略語集） 

略語 正式名称 日本語名 

ACT Artemisinin-based Combination Therapy アルテミシニン誘導体多剤 
併用療法（マラリア治療） 

AfDB African Development Bank アフリカ開発銀行 

ANC Antenatal Care 産前ケア（妊産婦健診等） 

ARI Acute Respiratory Infection 急性呼吸疾患 

ART Anti Retroviral Therapy 抗 HIV 療法 

ARV Anti Retroviral  抗 HIV（レトロウイルス）薬 

AU African Union アフリカ連合 

CBN Cost of Basic Needs 基本的ニーズ現価 

CSO Central Statistic Office ザンビア中央統計局 

FAO Food and Agriculture Organization 国際連合食糧農業機関 

FISP Fertilizer Input Support Programme 肥料投入支援プログラム 

FNDP Fifth National Development Plan 第 5 次国家開発計画 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GIZ German International Assistance Agency ドイツ国際協力公社（2011年改組） 

GNI Gini Index ジニ指数 

GTZ German Technical Assistance Agency ドイツ技術協力公社（2011年以前） 

HDI Human Development Index  人間開発指数 

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/ 
Acquired Immune Deficiency Syndrome 

ヒト免疫不全ウィルス/ 
後天性免疫不全症候群 

IIED International Institute for Environment and Development 環境と開発国際研究所（英国） 

ILO International Labour Organization 国際労働機関 

IPTp Intermittent Preventive Treatment in pregnancy 妊婦に対する間欠的予防治療

（マラリア） 

IRR Internal Rate of Return 内部収益率 

IRS Indoor Residual Spraying 室内残留性噴霧 

ITN Insecticide-Treated Nets 防虫処理済蚊帳 

JCTR Jesuit Centre for Theological Reflection イエズス会神学的考察センター 
（ザンビアの民間シンクタンク） 

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

LCMS Living Conditions Monitoring Survey 生活状況モニタリング調査 

MDGR Millennium Development Goals Report ミレニアム開発目標国別報告書 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 
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略語 正式名称 日本語名 

MMD Movement for Multi-party Democracy 複数政党制民主主義運動 
（ザンビアの政党） 

MOE Ministry of Education 教育省 

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

NDP National Development Plan 国家開発計画 

PF Patriotic Front 愛国戦線（ザンビアの政党） 

PKO Pease-Keeping Operations 国際連合平和維持活動 

PMI President’s Malaria Initiative 大統領マラリアイニシアティブ 
（アメリカ政府） 

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略ペーパー 

RDT Rapid Diagnostic Test マラリア迅速診断試験法 

SACMEQ The Southern and Eastern Africa Consortium for 
Monitoring Educational Quality 南東アフリカコンソーシアム 

SADC Southern African Development Community 南部アフリカ開発共同体 

SNDP Sixth National Development Plan 第 6 次国家開発計画 

SP Sulfadoxine-Pyrimethamine スルファドキシン/ピリメタミン 
（マラリア治療薬） 

TNDP Transitional National Development Plan 暫定国家開発計画 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UNECA United Nations Economic Commission for Africa 国連アフリカ経済委員会 

UN-Habitat 
(UNHSP) 

United Nations-Habitat 
（United Nations Human Settlement Programme) 国際連合人間居住計画 

UNIP United National Independence Party 統一民族独立党 
（ザンビアの政党） 

UPND United Party for National Development 国会開発党（ザンビアの政党） 

WFP United Nations World Food Programme 国際連合世界食糧計画 

WHO World Health Organization  世界保健機構 

ZDHS Zambian Demographic and Health Survey ザンビア人口統計と健康調査 

ZMK Zambian kwacha ザンビア・旧クワチャ 
（通貨単位, 2012 年以前） 

ZMW Zambian kwacha ザンビア・新クワチャ 
（通貨単位, 2013年1月デノミ以降） 

ZNFU Zambian National Farmer’s Union ザンビア全国農業組合 

ZVAC The Zambian Vulnerability Assessment Committee ザンビア脆弱性評価委員会 
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（要約） 

 

章 項目 概要 
I章 貧困の概況 ・都市化の進んだ Lusaka州と Copperbelt州を除き、各州の貧困率は 60

～80％。最も貧困率が高い州は、Luapula州、Western州、Eastern州
であり、貧困者数では Eastern州、Northern州、Southern州の順番で
多い。Luapura州のみ貧困率が悪化し、他の州は僅かに改善。 

・平均寿命 49.4歳で HDI世界ランキングは 163位と低位に位置する。 
・エンゲル係数は 66%、貧困ギャップ率はザンビア全体で 28.0%（地方
は 37.9%、都市部は 9.3%）である。 

・MDGs については、貧困率、識字率、保健分野の数値が悪く、2015年
の目標達成が厳しい状況である。 

・マクロ経済的には、2002 年以降 GDP は増加し、年率 5％を超える経
済成長が続いている。 

II章 国家開発計画等 ・1964 年の独立以降、6 回の国家開発計画が策定されている。2002 年
に「貧困削減戦略ペーパー」を策定した後、「暫定国家開発計画」を策

定して 2005年まで実施。2006年は、2030年までに中所得国家になる
ことを目標とした長期国家開発計画「Vision 2030」を策定し、この
Vision2030と連携した「第 5次国家開発計画」を実施。 

・2011年には、第 6次国家開発計画の実施を開始したが、現在内容の改
定を実施中。持続的経済成長と貧困削減の基軸から、雇用創出や参加

型開発等を重視する方針へと重心が動いてきている。 
III章 
｜ 

VI章 

貧困の主な 
背景・要因 

・都市と地方の貧困格差の大きさと偏った人口分布がザンビアの特徴で

あり、道路や電力などインフラ整備の不十分な状況に繋がっている。 
・教育の普及や質の悪さ、ジェンダー不平等、HIVやマラリア等の疾病、
子どもの栄養失調・乳児死亡率・5 歳未満の死亡率・妊産婦死亡率の

高さ、保健医療設備・サービスや安全な水へのアクセスの悪さ、等が

指摘される。 
・14歳以下の子どもが全人口の半分近くを占める若年国であり、銅資源
に依存した脆弱な経済体制など特有の課題もある。 

VII章 JICAの重要課題
と貧困との関係 

・農業：総人口の 7割が従事する農業だが、その 72.7％が小規模農家で
あり、市場等は大規模農家が独占している。メイズのみを栽培する農

家が大半であり、天水依存のため低収量で低生産性となっている。 
・製造業：国民の多くが第一次産業である農林水産業に従事しており、

製造業に従事する機会自体が少ない。また、インフォーマル・セクタ

ーに従事する人は、貧困率の高い地方や女性の割合（89.5％）が多い。 
・インフラ整備：既存の地方道路ネットワークが悪く、貧困世帯地域で

は市場までの距離が 16～25km で、非貧困世帯地域の 6倍以上も長い。 
 電力は、全人口の 20％がアクセス可能で、特に地方の貧困地域では 3％
の人口しかアクセスできていない。 

・社会基盤整備：安全な水へのアクセスは 36.9%、州保健医療施設の医
療従事者は貧困層と重なる地方は非常に少なく、教育については教室、

教師、テキストの数が不足し、生徒の中退率が高く、無資格者の教師

の存在など質にも問題があることが分かっている。 
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巻頭図表-1(a) 主要指標一覧（2001 年～2011 年） 

 

（出典）JICA 研究所（2013 年 11 月版） 
https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/Africa/Zambia.pdf（2013/12/9 アクセス） 
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巻頭図表-1(b) 主要指標一覧（2001 年～2011 年） 

 
（出典）JICA 研究所（2013 年 11 月版） 
https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/Africa/Zambia.pdf（2013/12/9 アクセス） 
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巻頭図表-2 我が国の対ザンビア援助実績（2007 年～2011 年） 
 

 
 

（出典）日本国外務省(2012) 「政府開発援助（ODA）国別データブック 2012」 P.486 
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巻頭図表-3 貧困率・貧困ギャップ率・二乗貧困ギャップ率 地域別 
（2004～2010 年） 

 

  

 

（出典）Central Statistical Office, Zambia 
“Living Condition Monitoring Survey 2004” P.135～136 Table 12.6 と、 

“Living Condition Monitoring Survey 2006 & 2010” P.274 Table A7～8 の 
貧困率データを元に作成。 
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巻頭図表-4 ジニ係数（ザンビア全土、1996～2010 年） 
 

 

 
 

（出典）Central Statistical Office, Zambia (2012)  
“Living Condition Monitoring Survey 2006 & 2010” P.151 
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巻頭図表-5 HDI 指標（1980～2012 年） 
 

 

 
 

 

 

 

 
（出典）UNDP(2013) “Human Development Report 2013” P.2 

http://hdrstats.undp.org/images/explanations/ZMB.pdf（2013/11/22 アクセス） 
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巻頭図表-6(a) MDGs 達成状況図（ゴール 1～4、2010 年） 
 

 

 

 

（出典）UNDP (2013)  
“Millennium Development Goals Progress Report Zambia 2013” P.2～3 

（2013/11/22 アクセス） 
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巻頭図表-6(b) MDGs達成状況図（ゴール 5～8、2010年） 
 

 

 
 

（出典）UNDP (2013)  
“Millennium Development Goals Progress Report Zambia 2013” P.2～3 

（2013/11/22アクセス） 
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巻頭図表-7 ザンビア全土地図（行政区分） 
 
 

 
 

（出典）UN(2004) “Zambia Map” 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/zambia.pdf 

（2013/12/9 アクセス） 
 

※2011 年 11 月に、Northern Province の一部が Muchinga Province として分離した。 
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巻頭図表-8 ザンビア貧困地図（2012 年） 
 
 

 

 
 

（出典）World Bank (2013) “Mapping for Results Zambia” 
http://maps.worldbank.org/afr/zambia （2013/11/11 アクセス） 
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I. ザンビア国の貧困状況の概観 

ザンビアはアフリカ南部に位置し、コンゴ民主共和国、アンゴラ、マラウイ、ジンバブエ、モ

ザンビーク、タンザニア、ナミビア、ボツワナの 8 か国に接する内陸国である。共和制国家であ

り、首都は南部の都市・ルサカである。1964 年にイギリスから独立した後は、内戦やクーデター、

民族紛争などの深刻な政治的混乱は発生していない。南部アフリカ開発共同体（SADC）の有力な

加盟国であり、SADC の前身「Frontline States」の結成時（1977 年）から加盟している1。ザンビ

アは過去に周辺諸国（アンゴラ、コンゴ民主、ルワンダ）の混乱で発生した大量の難民を積極的

に受け入れており、南北スーダンに PKO 要員を派遣するなど、地域の安定に強く貢献している2。 

2011 年のザンビアにおける一人あたり GNI は 1,160 USD となっており（世界銀行調べ）、同年

7 月に低所得国から下位中所得国に格上げになった。ザンビアの経済は輸出額の 7 割を占める銅

の生産に強く依存しており、銅の国際価格の変動に経済が左右される状況が継続しているため、

ザンビア政府では農業、観光などの民間セクター開発による産業の多角化に取り組んでいる。2005

年から 2011 年にかけて、折からの銅国際価格上昇もあり、経済成長率は 6％を超えた3。また、2005

年に主要なドナーや国際機関が債務免除を行い、ザンビアの債務指標は大きく改善された4。 
 

ザンビアの人口は、首都 Lusaka（ルサカ）と銅生産関連産業が集積している Copperbelt（コッ

パーベルト）州に極端に集中しており、他の地域の人口密度は著しく低いという特徴を有する。 

 

図 I-1 ザンビアの人口密度（2005 年）5 
 
 
注 1：ザンビアにおける会計年度は 7 月～翌年 6 月であるが、本稿における「年度」という用語は、会計年度だ

けではなく、該当の調査が複数年にまたがっていることを指す場合がある。 
注 2：ザンビアでは 2013 年 1 月 1 日よりデノミネーションが実施され、旧 1,000 クワチャ（ZMK）が新 1 クワチ

ャ（ZMW）となったが、本稿では一部の例外を除き、基本的に旧クワチャ（ZMK）を単位として使用する。 

                                                        
1 SADC(2012) “Southern African Development Community: History and Treaty” 
http://www.sadc.int/about-sadc/overview/history-and-treaty/ （2013/11/11 アクセス） 
2 日本国外務省(2012)「政府開発援助（ODA）国別データブック 2012（ザンビア）」 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/12_databook/pdfs/05-18.pdf（2013/11/11 アクセス） 
3 同上 
4 同上 
5 World Bank(2010) “Interactive Infrastructure Map: Zambia”（原図を一部編集） 
http://infrastructureafrica.org/system/files/zmb_new_ALL.pdf （2013/11/11 アクセス）  
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図 I-2 は、ザンビア各州の人口分布（農村・都市別）である。ザンビア全土で見ると、地方部に

全人口の 65.3％、都市部に全人口の 34.7％が分布している。一方、Lusaka 州と Copperbelt 州だけ

は都市部に 8 割前後が集中している。都市部と農村部では貧困の状況が全く異なるため、ザンビ

アにおいてはこの 2 種類の貧困を別個のものとして取り扱うだけではなく、人口稠密な Lusaka

州・Copperbelt 州の 2 州と、それ以外の地域に分けて考える必要がある。 

 

Province Number of  
persons 

Rural 
(%) 

Urban 
(%) 

Number of 
persons 
(Rural) 

Number of 
persons 
(Urban) 

Central 1,387,000 76.8 23.2 1,065,000 322,000  
Copperbelt 1,956,000 20.4 79.6 399,000 1,557,000  

Eastern 1,792,000 90.6 9.4 1,624,000 168,000  
Luapula 1,064,000 89.0 11.0 947,000 117,000  
Lusaka 1,768,000 17.5 82.5 309,000 1,459,000  

Northern 1,662,000 85.4 14.6 1,419,000 243,000  
North-Western 758,000 80.7 19.3 612,000 146,000  

Southern 1,687,000 77.4 22.6 1,306,000 381,000  
Western 989,000 86.3 13.7 854,000 135,000  

All Zambia 13,064,000 65.3 34.7 8,531,000 4,533,000  
図 I-2 ザンビア各地域の人口（2010 年）6 

※元図表には地方・都市部のパーセンテージしか掲載されていないため、 
実際の人口数の計算結果を右 2 列に追加した（1000 人未満は四捨五入）。 

                                                        
6 Central Statistical Office(CSO), Zambia (2012) “Living Conditions Monitoring Survey (LCMS) 2006&2010” P.16 
 Table 4.1a をもとに作成 
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ザンビアの著しく偏った人口比率は、統計データを見る際にも注意が必要となる。各州の貧困

率は Lusaka 州と Copperbelt 州を除き、概ね 60～80％となっている。貧困率で見るとワースト 3

は Luapula 州, Western 州, Eastern 州となるが、貧困者数で見ると Eastern 州, Northern 州, Southern

州の順番になる。2006 年と 2010 年の貧困率を比較すると、Luapula, Western, Eastern, Northern, 

Southern のいずれの州も改善率が低く、Luapula 州では逆に貧困率が悪化している。 

 

Province Number of  
persons 

Incidence of 
poverty (%) 

Number of 
poverty 

Central 1,387,000  60.9  845,000  
Copperbelt 1,956,000  34.3  671,000  

Eastern 1,792,000  77.9  1,396,000  
Luapula 1,064,000  80.5  857,000  
Lusaka 1,768,000  24.4  431,000  

Northern 1,662,000  75.0  1,247,000  
North-Western 758,000  67.0  508,000  

Southern 1,687,000  67.9  1,145,000  
Western 989,000  80.4  795,000  
図 I-3 ザンビア各地域の貧困者人口（2010 年）7 

※元図表には貧困者のパーセンテージしか掲載されていないため、 
実際の人口数の計算結果を右 1 列に追加した（1000 人未満は四捨五入）。 

 
 
 

 
図 I-4 ザンビア各地域の貧困率（2006 年／2010 年）8 

                                                        
7 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.273 Table A4 をもとに作成 
http://www.zamstats.gov.zm/report/Lcms/2006-2010%20LCMS%20Report%20Final%20Output.pdf（2014/2/14 アクセス） 
8 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.273 
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地域により著しい人口の偏りが存在するザンビアでは、貧困率に加えて、実際の貧困者数も常

に考慮に入れる必要がある。図 I-5 は貧困率、図 I-6 は貧困者数による地図であるが、いずれの指

標を見ても、農村地域の貧困状況はきわめて深刻である。また、貧困者数は東北部が最も多い。 

 
図 I-5 ザンビアの貧困率地図（2006 年）9 

（原図を一部編集） 
 

 

図 I-6 ザンビアの貧困者数地図（2006 年）10 

                                                        
9 World Bank(2010) “African Infrastructure Country Diagnostic: Interactive Infrastructure Map: Zambia”  
10 World Bank (2013) “Mapping for Results Zambia” http://maps.worldbank.org/afr/zambia（2013/11/11 アクセス） 



貧困プロファイル（平成 25年度） 
ザンビア国 編 

5 

ザンビアの偏った人口分布はインフラ整備にも大きな影響を及ぼしている。図 I-7 はザンビアの

インフラ（道路・電力・携帯電話 GSM カバレッジ・灌漑）の現状であるが、電力と GSM カバレ

ッジが、Lusaka 州と Copperbelt 州に偏っている。また、道路も Lusaka 州と Copperbelt 州から離れ

るほど劣悪になる。近年、途上国の地方農村では、貧困層にも携帯電話がツールとして幅広く使

われており、農産物の価格情報などを得る目的で利用されている。また、換金作物となる農産物

を販売する場合、仲買業者が買い付けに来るために整備された道路が必要となるが、ザンビアの

農村部はインフラが劣悪なため、いずれも利用が困難であることが分かる。ザンビア政府でも、

インフラ未整備が貧困層に与える問題を認識しており、最新の国家計画「Sixth National 
Development Plan(SNDP) 2011-2015」において、その旨を述べている11。 

 
図 I-7 ザンビアのインフラ整備状況（2010 年）12 

                                                        
11 Republic of Zambia (2011), “Sixth National Development Plan(SNDP) 2011-2015” P.7 
http://siteresources.worldbank.org/INTZAMBIA/Resources/SNDP_Final_Draft__20_01_2011.pdf（2013/11/13 アクセス） 
12 World Bank(2010)“Zambia's Infrastructure: A Continental Perspective” P.6-7 
http://infrastructureafrica.org/system/files/library/2010/04/CR%20Zambia.pdf （2013/11/11 アクセス） 
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II. 貧困削減のための政策枠組み 

序：ザンビアの政治の歴史 

ザンビアにおける貧困削減の政策を見る前に、独立以降のザンビアの政治の歴史を簡単に振り

返り、2011 年の選挙で起きた政権交代の位置付けを見ることにする。 

 

ザンビアは「統一民族独立党（UNIP: United National Independence Party）」を率いる初代大統領

ケネス・カウンダ（Kenneth Kaunda）によって 1964 年に独立した後、1991 年まで社会主義一党体

制を維持してきた。その後、独裁化するカウンダの政権運営や、銅の国際価格の下落に起因する

ザンビア経済の悪化によって、1991 年に複数政党制に移行すると、フレデリック・チルバ（Frederick 

Chiluba）が率いる野党「複数政党制民主主義運動（MMD: Movement for Multi-party Democracy）」

に敗北し、カウンダ政権は終焉した。 

 

しかし、MMD チルバ政権下ではザンビアのガバナンスが著しく悪化し、大規模汚職の発覚、

軍部のクーデター未遂など国家的な危機が頻発した13。その後、2002 年に、同じ MMD のレヴィ

ー・ムワナワサ（Levy Mwanawasa）が大統領に就任するが、ムワナワサが 2008 年 8 月 19 日に死

去したため、MMD のルピヤ・バンダ（Rupiah Banda）が大統領に就任した。 

 

MMD に所属していた政治家マイケル・サタ（Michael Sata）は、チルバの後継者にムワナワサ

が推されたことに反発し、新政党「愛国戦線（PF: Patriotic Front）」を結成した。2001 年の選挙で

は、PF はわずか 1 議席しか獲得できなかったが、2006 年の選挙では Lusaka 州、Copperbelt 州、

Northern 州、Luapula 州で躍進した。2011 年の総選挙では PF が最多議席を獲得し、政権与党とな

った。大統領選に勝利したサタは 2011 年 9 月 23 日に、ザンビア国第 5 代大統領に就任した。 

 

サタ政権は、前 MMD 政権のもとで貧困層が経済成長の恩恵をほとんど受けられないことを問

題視しており、政策目標として「公平な開発（Equitable Development）」を掲げ、社会的公平・公

正を確保した国家開発を目指している14。サタ政権は、銅関連産業に依存した現在のザンビア経済

の構造を変革し、農業・観光業・製造業の成長促進、生産性の向上、就業機会の強化、健全な財

政管理とインフラ投資の両立に重点を置くことを表明しており、農業・教育・保健・地方分権化

に対する予算配分を増加させている15。 

 

政権交代に伴い、PF 政権の政権公約に沿った内容で、第 6 次国家開発計画の大幅な改定が 2014

年に行われる予定となっており、2013 年 8 月に開催された「National Stakeholder Meeting」におい

て改訂 SNDP のドラフトが配布された。詳細な数値目標は今後策定の見込みである。 

                                                        
13 JICA (2012) 「ザンビア国 JICA 国別分析ペーパー」P.11 
14 日本国外務省(2012)「政府開発援助（ODA）国別データブック 2012（ザンビア）」P.482 
15 日本国外務省(2012)「政府開発援助（ODA）国別データブック 2012（ザンビア）」P.482 
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図 II-1 に、2011 年の国会議員選挙結果を示す。 

 

PF は人口稠密な Lusaka 州、Copperbelt 州以外に、貧困民の数が多い北部の Northern 州、Luapula

州で圧倒的な強さを発揮している。一方、前与党の MMD は Eastern 州、Central 州、North-Western

州において強い勢力となっている。初代与党のUPND は Southern州において圧倒的な勢力を誇り、

North-Western 州、Western 州、Central 州においても一定の支持を得ている。 

 

 

 
 

図 II-1 ザンビア国会議員 地域別所属政党（2011 年選挙結果）16 

                                                        
16 Electoral Commission of Zambia (2011) “List of Elected Members of Parliament” のデータをもとに作成。 
http://www.elections.org.zm/media/listofelectedmps.pdf（2013/11/11 アクセス） 
※ザンビアの地図は Wikipedia の行政区分図を利用。 
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図 II-2 は、2011 年の大統領選挙の結果である。国会議員の選挙結果と概ね同じ傾向であるが、

MMD や UPND が強い North-Western 州や Eastern 州でも、PF サタ政権に対する支持が見られる。

すなわち、PF サタ政権は都市化された人口稠密な Lusaka 州・Copperbelt 州だけではなく、貧困農

民が多い農村地域でも広く支持されていることが分かる。 

 

図 II-2 ザンビア大統領選 候補者別得票数（2011 年選挙結果）17 
 

 
図 II-3 ザンビアの貧困者数地図（2006 年）（再掲）18 

                                                        
17 Electoral Commission of Zambia (2011) “2011 Presidential Election Results” のデータをもとに作成 
http://www.elections.org.zm/media/28092011_public_notice_-_2011_presidential_election_results.pdf（2013/11/11 アクセス） 
※ザンビアの地図は Wikipedia の行政区分図を利用。 
18 World Bank (2013) “Mapping for Results Zambia” http://maps.worldbank.org/afr/zambia （2013/11/11 アクセス） 
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1.  貧困削減戦略・目標の有無と現状 

(1) 国家開発計画・戦略の概要と貧困削減の位置付け 

ザンビアでは 1964 年の独立後、6 回にわたって国家開発計画（NDP）が策定されている。また、

国家開発計画の間を埋める暫定国家開発計画（TNDP: Transitional National Development Plan）が策

定された。カウンダ初代大統領率いる UNIP 政権下では 4 度の国家開発計画が策定されたが、実

際には十分な実施がなされなかった19。UNIP 政権の末期には、1989 年から世銀・IMF 主導の構造

調整プログラムを導入したことから、計画経済から自由主義経済への移行に伴う混乱が発生し、

1989 年に策定された第 4 次国家開発計画は 1991 年に放棄され20、事実上実施されなかった21。 
Year Event Government 

1964 Department of Development Planning established in the Ministry of Finance 

Party:  
UNIP 

 
President : 

Kaunda 

1964 Emergency Plan commences 
1965 Emergency Plan ends 

January 1965 First TNDP commences 

July 1966 ONDP established in Vice President’s office 
1966 NDC, PDC and DDC established 

June 1966 End of First TNDP 

July 1966 Start of 1NDP 
1970 Development Planning re-absorbed into Ministry of Finance 

December 1970 End of 1NDP 
1971 Registration and Development of Villages Act establishing WDCs and VDCs 

December 1971 Completion of 1NDP projects (after one-year extension) 
January 1972 Start of 2NDP 

1972 Ministry of National Guidance is linked with Development Planning to create the 
Ministry of Development Planning and National Guidance 

1974 
Ministry of Development Planning and National Guidance is eliminated and 
Development Planning is re-absorbed into Ministry of Finance, which becomes 
the Ministry of Planning and Finance with a development planning division 

December 1975 Separate Ministry of Development Planning created 
1976 End of 2NDP 

May 1977 NCDP established in the Prime Minister’s office 

June 1978 KK speech at UNIP National Council at Mulungushi highlights major weaknesses 
in the Central Planning system 

1979 NCDP placed under the Office of the President in response to President Kaunda's 
speech; headed by Cabinet Minister and has Minister of State as well as DG 

October 1979 Launch of 3NDP 

1980 PDCs and DDCs are abolished as the Local Administration Act (1980) come into 
force.  

January 1980 Start of 3NDP 
 (after delays caused by financing problems) 

1981 Process of establishing Provincial Planning Units gets underway 
1983 DG in NCDP becomes PS and DDG becomes Senior Under-Secretary 

1983/84 Piloting of District Planning Units Southern, Central and Western Provinces 
1984 End of 3NDP [taken over in l983/84 by the SAP] 

July 1987 Interim National Development Plan [NERP] starts 

December 1988 Interim NERP ends 

January 1989 Beginning of 4NDP 
1991 Fourth NDP abandoned; government adopts SIP approach 

図 II-4 ザンビアの国家開発計画の歴史（1964～1990 年）22 

                                                        
19 JICA (2007) 「ザンビア国第五次国家開発計画、州開発計画、郡開発計画の策定プロセスおよびこれらの整合性に関する調査」P.1 
20 Republic of Zambia (2006) “Fifth National Development Plan (FNDP) 2006-2010” 巻頭 P.i 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Zambia-PRSP(August2007).pdf（2013/10/21 アクセス） 
21 「ザンビア国第五次国家開発計画、州開発計画、郡開発計画の策定プロセスおよびこれらの整合性に関する調査」P.6 
22 JICA (2007) "A Review of the FNDP, PDP and DDP Development Processes"P.6 の表を元に作成 
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以下に、カウンダ UNIP 政権時末期の 1980 年に策定された「第三次国家開発計画（3NDP）」

の開発戦略の一部を示す（JICA による抄訳）。ザンビアで現在、貧困対策に必要とされる内容の

多くが網羅されており、30 年以上も前にザンビア政府が自国の問題点を既に把握していたことが

分かる。しかし、当時は「貧困削減」という概念が認識されていない上、国家開発計画は国家振

興のためのマクロ的な計画という位置付けであり、地方における実施体制も整えられていなかっ

た。このことが、30 年以上経ってもザンビアが同じ問題を抱え続けている一因と考えられる。 

 

   

図 II-5 ザンビア共和国 第三次国家開発計画（1979～1983 年）23 

                                                        
23 JICA (1980) 「ザンビア共和国 第三次国家開発計画（1979～83）」 より一部抜粋 



貧困プロファイル（平成 25年度） 
ザンビア国 編 

11 

その後、1991 年の選挙を経て MMD チルバ政権へと移行するが、チルバ政権は国家開発計画の

策定を全く行わなかったため、1991 年から 2002 年までの 11 年間、ザンビアは包括的国家開発計

画が全く存在しない異常な状況が継続した24。2002 年に大統領が MMD のムワナワサに代わり、

貧困削減戦略ペーパー（PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper）をようやく策定した。さらに、ム

ワナワサ政権は PRSP だけでは国家開発が不十分であると認識の下、PRSP に司法・法律・治安な

どを含む暫定国家開発計画（TNDP）を策定し、2005 年まで実行した25。その後、2030 年までに

中所得国家になることを目標とした長期国家開発計画「Vision 2030」を 2006 年 12 月に策定し、

「Vision 2030」と連携した国家開発計画として「Fifth National Development Plan (FNDP)」を実施し

た。ムワナワサ政権下で国家開発計画が着実に実施されたことにより、2002 年以降ザンビアの

GDP は増加に転じ、年率 5％を超える経済成長の実現に成功した。2011 年に、FNDP の後継とな

る国家開発計画「Sixth National Development Plan (SNDP)」の実施を開始した。 

 

その後、2011 年の選挙で政権与党が MMD から PF に変わった。PF 政権は、MMD 政権の下で

策定された SNDP が貧困削減に寄与していないことを問題視している。ただし、サタ PF 政権は

MMD チルバ政権のように国家計画の策定・実施を中止するのではなく、PF 政権の 2011 年政権公

約に沿って SNDP の大幅な改定を行い、実行する見込みである（詳細は後述の III-1(5)を参照）。

そのため、本来は 2015 年で終了する予定だった SNDP は、2016 年まで延長される。 

 
Year Event Government 

October 1991- New Government (MMD) takes office after defeating UNIP 

Party: MMD 
President : Chiluba 

1992 Directorate of PIP added to NCDP 
1990s RDCs appear, replacing WDCs in some parts of the country 
1994 NCDP dismantled, including the PPUs and DPUs 

January 1995 DDCC and PDCC established 
December 2001 New MMD administration takes office 

January 2002 National Development Planning recommences and is placed 
under the Ministry of Finance, to form the MoFNP 

Party: MMD 
President : Mwanawasa 

2002 Re-establishment of PPUs 
2002 Creation of PEMD under the MoFNP 

March 2002 Launch of PRSP 

October 2002 Start of TNDP 

December 2005 End of TNDP 

December 2006 Launch of “Vision 2030” 
January 2007 Launch of FNDP (5th NDP) 
January 2007 PEMD upgraded to a division within the MoFNP 
August 2008 (Death of Mwanawasa) Party: MMD 

President : Banda 2010 End of FNDP 
January 2011 Launch of SNDP (6th NDP) 

September 2011 (National Election) Party: PF 
President : Sata 

August 2013 Launch of Revised SNDP Draft  
2014 Launch of Revised SNDP  
2016 End of SNDP (Scheduled)  

図 II-6 ザンビアの国家開発計画の歴史（1991～2016 年）26 

                                                        
24 JICA (2007) 「ザンビア国第五次国家開発計画、州開発計画、郡開発計画の策定プロセスおよびこれらの整合性に関する調査」P.1 
25 同上 
26 JICA (2007) "A Review of the FNDP, PDP and DDP Development Processes" P.7 の表を元に作成。 
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第 3 次国家計画以前の時代は、個別の達成指標や予算の裏付けが示されておらず、モニタリン

グもなされなかった。この点は、ムワナワサ MMD 政権が PRSP を策定した際に問題となった。 

2002 年の PRSP 策定後、2004 年に PRSP モニタリング指標に関するガイドラインが制定され、

地方政府に配布された。この枠組みは政策から成果までをカバーしたものであり、高度なもので

あった。しかし、ザンビアの地方行政分野の主要ドナーであるドイツ技術協力公社（GTZ、現在

は改組により GIZ）は PRSP モニタリング枠組み指標の一部が高度すぎたため、データ収集方法

などの問題が発生し、実行可能性が低下したという見解を示した。このことを受け、GTZ の支援

により策定された第 5 次国家開発計画（FNDP）では、アウトプット指標を中心とした「Key 

Indicator」を設定し、収集データの報告プロセスの明確化・簡易化を進めることによって、より実

行可能なモニタリング・評価枠組みを設定した27。現在では、ザンビア財務国家計画省（Ministry of 

Finance and National Planning）のモニタリング評価部（Monitoring and Evaluation Department）が運

営する Research and Development Programme のホームページ28で、これらの国家計画の進捗状況を

確認することができる。 

 

最初に、長期国家計画「Vision 2030」に掲げられている各セクターの目標値を示す。 

 

 

図 II-7 Vision 2030 の目標値（経済成長と富の創出）29 

                                                        
27 JICA (2007) 「ザンビア国第五次国家開発計画、州開発計画、郡開発計画の策定プロセスおよびこれらの 
整合性に関する調査」P.29-30 
28 http://www.rdpzambia.gov.zm/ 
29 Republic of Zambia (2006) “Vision 2030 - A Prosperous Middle-Income Nation by 2030” P30-31 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cpsi/unpan040333.pdf （2013/11/12 アクセス） 
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図 II-8 Vision 2030 の目標値（社会投資と人間開発）30 

                                                        
30 Republic of Zambia (2006) “Vision 2030 - A Prosperous Middle-Income Nation by 2030” P.32-33 
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図 II-9 Vision 2030 の目標値（持続可能な社会経済開発環境の創出）31 

                                                        
31 Republic of Zambia (2006) “Vision 2030 - A Prosperous Middle-Income Nation by 2030” P.34-35 
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2007 年に制定された FNDP、2011 年に制定された SNDP はいずれも「Vision 2030」の下位計画

という位置付けである。前述のとおり、FNDP 以降は開発対象となるセクターごとに具体的な目

標値を設定して定期的にモニタリングを行い、実行の進捗状況を把握する仕組みになっている。 

最初に FNDP（実施期間：2006－2010）の中間評価結果（2009 年 10 月）を見て、次に評価結果

を基に策定された SNDP（実施期間：2011－2015）の目標値を見ることにする。マクロ経済指標

で見ると、GDP 値については概ね 6％前後であり、FNDP 目標値（7％）を若干下回っているもの

の、経済成長については達成できている。インフレ率は FNDP 目標値（5％）よりやや高く、外貨

準備高はほぼ FNDP 目標値（2.5 ヶ月）を達成している。 

一方、各産業における経済成長についてはバラつきが多い。特に、第 1 次産業に問題があり、

FNDP の目標成長率が 8.5％となっているにもかかわらず、実際の成長率は 1.7％～4.1％となって

おり、FNDP の目標値を下回っている。さらに、第 1 次産業の成長率のほとんどは鉱業部門によ

るものであり、地方の貧困層が従事する農業は FNDP 目標値の 7.2％に遠く及ばず、2008 年に至

ってはマイナス成長となっている。第 2 次産業、第 3 次産業については FNDP の目標値をほぼ達

成している。農業分野は、ザンビアの経済成長にほとんど寄与できていないことが分かる。 
 

 

 
図 II-10 FNDP 実施期間におけるザンビアのマクロ経済指標値（2006～2008 年）32 

                                                        
32 Ministry of Finance and National Planning, Zambia (2009) “Mid-term Review - Fifth National Development Plan” P.30-31 
http://www.rdpzambia.gov.zm/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_view&gid=13&tmpl=component&format=raw&
Itemid=45（2013/11/12 アクセス） 
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農業分野に関する指標を図 II-11 に示す。農業は、ザンビアの GDP 値の 10％以上を占めている

にもかかわらず、成長率が著しく低く、FNDP の目標値とは程遠い状態であり、食料安全保障が

確保できていない農村集落数も増減を繰り返している。 

次に、貧困関連の FNDP 目標値と、実際の数値を図 II-12 に示す（貧困者数、HIV 患者数、幼児

死亡率については SNDP が示す 2015 年の目標値になっている）。都市部の貧困率は 53％（2004

年）から 34％（2006 年）と大幅に減少している。一方、農村部の貧困率は 78％（2004 年）から

80％（2006 年）と増加に転じている。平均余命も 51.9 歳（2004 年）から 51.3 歳（2006 年）に悪

化しており、その他「Improved」となっている指標値も実質的に大幅な改善は見られない。 

このことから、FNDP 実施期間において、ザンビア都市部の貧困状況は経済成長に伴い改善し

たものの、ザンビア農村部においては主要産業である農業の経済成長が妨げられていることによ

り、貧困状況は変わらないか、むしろ悪化している可能性が高いと考えられる。 

 
図 II-11 FNDP 実施期間におけるザンビアの農業関連指標値（2005～2008 年）33 

 

 
図 II-12 FNDP 実施期間におけるザンビアの貧困関連指標値（2001～2008 年）34 

                                                        
33 “Mid-term Review - Fifth National Development Plan” P.53 
 ※原図で 2010 年の農業分野の成長率が誤っていたため、修正した。 
34 “Mid-term Review - Fifth National Development Plan” P.30-31 
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FNDP のモニタリング結果を踏まえ、MMD 政権下において第 6 次国家開発計画（SNDP）の目

標値が策定された。計画終了時の目標値のみを定めていた FNDP と異なり、SNDP では毎年の目

標値を策定している。また、下表の「Baseline」は FNDP が示していた目標値である。 

FNDP で目標値と実際の数値の乖離が大きかった農業分野は目標値が大幅に下方修正されてお

り、7.2％（FNDP, 2006）から 1.0～2.0％（SNDP, 2011）になっている。エネルギー分野において

は、年度ごとに目標値を変えてある。建設、観光分野は FNDP を超える成長率を見込んでいる。 

 

 
図 II-13 6th National Development Plan (SNDP) 

実施期間中の毎年の目標値(1)（2011 年）35 

                                                        
35 Republic of Zambia(2011) “SNDP 2011-2015” P.13 
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図 II-14 6th National Development Plan (SNDP) 

実施期間中の毎年の目標値(2)（2011 年）36 
 
 
 

(2) PRSP の概要とその他の国家計画戦略との関係性 

(1)に記した通り、ザンビアではチルバ MMD 政権による 11 年間の国家開発計画の中断の後、ム

ワナワサ MMD 政権が 2002 年に PRSP を策定し、その後 PRSP を充実させる形で第 5 次国家開発

計画 FNDP を策定している。この流れは第 6 次国家開発計画 SNDP にも受け継がれている。 

 

(3) 特に貧困と関連深い国家戦略・政策の概要と現状 

第 5～6 次国家開発計画は PRSP を発展させたものである。現在のザンビアでは国家開発計画そ

のものが貧困削減のための国家戦略となっており、政策は SNDP に基づいて策定されている。 
 

(4) 過去 10 年程度の成果の分析 

(1) の第 5 次国家開発計画 FNDP 実施期間（2005～2008 年）に記した通り、経済開発は概ね計

画通りに進んでいるものの、農業分野、教育・保健医療などに多くの課題が残っている。この点

については、IV 章以降で詳しく見ることにする。 

                                                        
36 Republic of Zambia(2011) “SNDP 2011-2015” P.14 
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(5) 今後の改定の予定ならびに現 PF 政権による改定の方向性 

第 6 次国家開発計画 SNDP は、前与党 MMD 政権によって作成された。SNDP の策定当初は、

計画が終了する 2016 年に、次期国家計画の策定が行われる予定であった。 

 

しかし、2011 年の総選挙の結果、政権与党が MMD から PF に交代した。PF 政権は、自らの主

張に沿って国家開発計画を大規模に改定することを、選挙公約（2011 年）37で明言している。PF

の選挙公約では「Transitional Development Plan38」を策定することになっていたが、実際には SNDP

を大幅に改定することになった。 
 

現与党 PF による SNDP の改定案は、2013 年 8 月に実施された「National Stakeholder Meeting」

の場において配布された39。改訂の大きな方向としては、MMD 政権が掲げていた「Sustained 

Economic Growth and Poverty Reduction」から、PF 政権の「People-Centred Development」への変更

が挙げられる40 41。具体的な変更として PF 政権が重視している項目は「雇用の創出」「農村開発」

「人間開発」「インフラの整備」となっている42。 
 

2013 年 8 月に配布された改訂版 SNDP のドラフトでは、目標値が空欄になっている箇所が多数

存在しており、PF 政権によって追加された項目とみられる。具体的には「マクロ経済（P.12）」

「雇用と労働（P.24）」「農業（P.36）」が挙げられる。また、交通インフラ開発について SADC

内での開発協調が新規に加えられており、日本が開発に関わっているナカラ回廊を含む広域地図

が掲載されている。なお、2013 年 11 月現在、ザンビア政府は SNDP の具体的な数値を策定して

いるところであり、ドラフトの内容は変更される可能性がある点に留意されたい。 

 

今後の SNDP の改訂の方向性を明らかにするために、現与党 PF と、前与党 MMD の 2011 年選

挙におけるマニフェストを比較する。 

                                                        
37 Patriotic Front (2011) “Patriotic Front 2011 - 2016 Manifesto” P.33 
38 Patriotic Front (2011) “Patriotic Front 2011 - 2016 Manifesto” P.34 
39 Times of Zambia (2013) “Govt revises SNDP” August 22, 2013 
http://www.times.co.zm/?p=28910（2013/11/13 アクセス） 
40 Times of Zambia “Govt revises SNDP” August 22, 2013 
41 Zambia Weekly (2013) “SNDP has been reborn” August 30, 2013 
http://www.zambia-weekly.com/media/zambia_weekly_2013_-_wk_35.pdf（2013/11/13 アクセス） 
42 Zambia Weekly (2013) “SNDP has been reborn” August 30, 2013 
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以下に、現与党 PFの 2011年選挙公約を示す。PFが重視しているのは「教育」「保健」「農村

開発」「地方分権化」の 4点であり、これら 4つが PFの「コアプログラム」となっている。 

教育・保健・農村開発の 3つに対して、PFでは個別のプログラムを掲げている。教育セクター

では「(a) 早期の幼児教育」「(b) 初等・中等教育」「(c) 高等教育」が個別のプログラムとして

掲げられている。保健セクターでは「(a) 保健サービスへの支出増加」「(b) 保健サービスの提供」

「(c) 人間のリソース」「(d) 医薬品とテクノロジー」「(e) 健康情報システム」「(f) 組織とリー

ダーシップ」が個別プログラムとして掲げられている。農村開発セクターで「(a) 栽培作物の多様

化」「(b) 農業研究」「(c) 農業に対する法律」「(d) 商業（企業化）農業」「(e) 家畜」「(f) 水

産業の開発」「(g) 水資源開発」を掲げている。 

これらの個別プログラムの多くは MMDの政権公約と重複しているが、農村開発セクターの「(a) 

栽培作物の多様化」「(b) 農業研究」については PFだけが掲げているものである。 

 

 
図 II-15 現与党 PFの 2011年選挙公約 目次43 

                                                        
43 Patriotic Front (2011) “Patriotic Front 2011 - 2016 Manifesto” P.6 
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次に、前与党 MMD の 2011 年政権公約の目次を示す。MMD の政権公約は過去の政権が実施し

た成果を中心として記載しており、政権公約の表紙がバンダ前大統領の顔写真となっていること

もそのことを端的に表している。 

PF政権が重視しているコアプログラムに対応する項目を見てみると、MMDが掲げる34項目中、

「教育」が 23 番目、「保健」が 25 番目、「農村開発」が 19 番目となっており、MMD 政権での

優先順位が低かったことが分かる。「地方分権化」については 7 番目に記載されているが、MMD

政権は地方分権化には消極的であり、これらのことが 2011 年の政権交代につながったとみられる。 

 

図 II-16 前与党 MMD の 2011 年選挙マニフェスト目次44 

                                                        
44 Movement for Multi-party Democracy (2011) “Movement for Multi-party Democracy Manifesto 2011-2016” P.2 
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以下に、ザンビア政府の 2011～2014 年度予算の比較を示す。2011 年度は前与党 MMD 政権に

よって査定されたものであり、2012 年以降は現与党 PF 政権による査定である。単位は 2011～2013

年までは 1 億ザンビア・クワチャ、デノミが実施された 2014 年は 100 万クワチャである。また、

2014 年度予算から、予算項目の分類が大幅に変更されている点に留意されたい。 

 

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014

General Public Services 5,855.5 General Public Services 8,304.8 General Public Services 8,441.1 General Public Services 10,729.3

Executive 708.9 Executive 856.1 Executive 1,020.4

o/w Grants to Local
authorities

146.2 o/w Grants to Local
Authorities

257.1 o/w Grants to Local
Authorities

498.6 o/w Grants to Local
Authorities

626.6

Constituency
Development Fund

108.0 Constituency
Development Fund

120.1 Constituency
Development Fund

150.0 Constituency
Development Fund

210.0

Legislation 423.3 Legislation 594.7 Legislation 643.5

General Government

Services
4,478.5

General Government

Services
7,400.5

General Government

Services
6,064.7

o/w Domestic Debt
Interest

1,170.7 o/w Domestic Debt
Interest

1,650.1 o/w Domestic Debt
Interest

1,521.3 Domestic Debt 2,850.5

External Debt 494.6 External Debt 1,416.8 External Debt 1,026.4 External Debt 1,822.4
Compensation and
Awards

169.6 Compensation and
Awards

200.0 Compensation and
Awards

200.0

Elections 244.6
Resource Mobilisation
(ZRA)

405.7 Resource Mobilisation 428.8

Constitution Making
Process

44.2

Centralised

Administrative Services
244.8

Centralised

Administrative Services
362.5

Centralised

Administrative Services
492.6

o/w Recapitalisation of
Government Printers

50.0

Infrastructure in New
Provinces/Districts

204.0 Infrastructure in New
Districts

550.0

Defence 1,485.8 Defence 1,648.5 Defence 2,035.6 Defence 2,744.3

Public Order and Safety 919.0 Public Order and Safety 1,017.4 Public Order and Safety 1,347.0 Public Order and Safety 2,121.4

Economic Affairs 5,252.0 Economic Affairs 8,120.0 Economic Affairs 8,897.0 Economic Affairs 11,943.4

General Economic,

Commercial, and

Labour

248.9
General Economic,

Commercial and labour
266.1

General Economic,

Commercial and Labour

Affairs

926.8

o/w  Empowerment
Funds

76.0 o/w Empowerment
Fund

40.0 o/w Empowerment
Funds

103.9 o/w Economic
Empowerment Funds

108.7

Rehabilitation of
Nitrogen Chemicals of
Zambia

255.0 Youth Skills Training 55.0

MFEZ Development 57.3
Agriculture, Forestry

and Fishing
1,231.6

Agriculture Forestry

and Fishing
1,698.0

Agriculture, Forestry

and Fishing
1,865.4

o/w Farmer Input
Support Programme

485.0 o/w Farmer Input
Support Programme

500.0 o/w Farmer Input
Support Programme

500.0 Farmer Input Support
Programme

500.0

Strategic Food
Reserve

150.0 Strategic Food
Reserve

300.0 Food Reserve Agency 300.0 Strategic Food
Reserves

1,013.3

Food Security Pack 15.0 Food Security Pack 25.0 Construction &
Rehabilitation of Silos

179.7

Construction of Dip
Tanks

52.2

Fuel and Energy 355.8 Fuel and Energy 1,369.7 Fuel and Energy 1,445.0

o/w Rural
Electrification
Programme

314.3 o/w Kafue Gorge
Lower Power Project

864.0

o/w ZESCO Power
Generation,
Transmission &
Distribution

984.3 Power Rehabilitation
Project (ZESCO)

550.0

Rural Electrification
Programme

437.1

Mining 81.2

Transport 3,312.0 Transport 4,658.8 Transport 4,392.1

o/w Roads 3,098.0 o/w Roads 4,481.0 o/w Road infrastructure 3,434.4 Roads Infrastructure 5,126.9

Railway Infrastructure 642.6 Railway Rehabilitation/
Recapitalisation

339.8

Procurement of
Dredgers

87.0

Procurement of Radar
Equipment

147.0

Communication 15.9 Communications 39.0 Communication 122.7

Tourism 63.3 Tourism 52.6 Tourism 63.8

MMD PF
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FY2011 FY2012 FY2013 FY2014

Environmental

Protection
121.3 Environment Protection 31.8

Environmental

Protection
74.2

Environmental

Protection
165.2

Housing and

Community Amenities
646.6

Housing and

Community Amenities
352.9

Housing and

Community Amenities
1,007.8

Housing and

Community Amenities
661.0

o/w Water Supply and
Sanitation

555.0 o/w Water Supply and
Sanitation

150.3 o/w Water Supply and
Sanitation

783.8 o/w Water Supply and
Sanitation

417.8

Health 1,772.9 Health 2,579.9 Health 3,638.1 Health 4,228.4

o/w Drugs and Medical
Supplies

594.1 o/w Drugs and Medical
Supplies

738.7

o/w  Infrastructure
Development

152.4 o/w Infrastructure
Development

389.3 Infrastructure
Development

390.1 Medical  Infrastructure
& Equipment

312.3

Recreation, Culture and

Religion
108.0

Recreation, Culture and

Religion
136.9

Recreation, Culture and

Religion
252.3

Recreation, Culture and

Religion
298.9

Education 3,828.8 Education 4,850.5 Education 5,626.8 Education 8,607.0

o/w Infrastructure
Development 444.2

o/w Infrastructure
Development 796.4

o/w Infrastructure
Development 663.3

o/w School
Infrastructure (Primary
& Secondary)

861.1

University
Infrastructure

404.3

Social Protection 547.5 Social Protection 655.6 Social Protection 892.2 Social Protection 1,183.0

o/w Public Service
Pension Fund

358.6 o/w Public Service
Pension Fund

474.2 o/w Public Service
Pension Fund

616.9 o/w Public Service
Pension Fund

754.2

Social Cash Transfer 42.7 Social Cash Transfer 55.0
Social Welfare
(including Cash
Transfers)

83.1 Social Cash Transfer 199.2

Food Security Pack 50.0

Total 20,537.4 Total 27,698.3 Total 32,212.2 Total 42,682.0

MMD PF

 
 

図 II-17 ザンビア政府予算の推移（2011～2014 年度）45 
 

 
図 II-18 ザンビア政府の農業予算の推移（2011～2014 年度）46 

 
 
 

MMD 政権下で策定された 2011 年度予算と比較すると、PF 政権が公約で重視している「保健

（Health）」「教育（Education）」の項目における予算増加が著しい。2014 年から予算の分類が

変わっているが、農業分野についても 2012 年以降、増加傾向にある（図 II-18）。 

 

このことから、SNDP の改定においても PF 政権が重視している「教育」「保健」「農村開発」

「地方分権化」において、数値目標の大幅な改定が行われることが予想される。 

                                                        
45 Ministry of Finance, Zambia “2011～2014 Budget Address” より作成 
http://www.mofnp.gov.zm/jdownloads/（2013/11/18 アクセス） 
46 Indaba Agricultural Policy Research Institute (2013) “Analysis of the 2014 Zambia’s Agricultural Sector Budget” 
http://fsg.afre.msu.edu/zambia/2014_Zambian_Agricultural_Sector_Budget_Analysis_IAPRI.pdf（2013/11/18 アクセス） 
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2.  当該国政府による指定貧困地域・集団 

MMD 政権下では貧困そのものは認識されていたものの、都市化された Lusaka 州・Copperbelt

州と、その他 7 州の間に著しい経済的格差が存在したままである。 

ザンビア政府が指定する貧困地域・集団については、各種文書において確認することができな

かった。SNDP において社会的弱者として指定されているのは「Low Capacity Households (LCHs)」

「Incapacitated Households」「Vulnerable children and youth」「Vulnerable groups」であるが、これ

らについても、はっきりとした定義は示されていない。 

MMD 前政権が策定した SNDP と、PF 現政権が改定中の SNDP の「Social Protection」の項目に

おいては、貧困対策が顕著な相違点として現れており、PF 現政権は貧困対策を具体的に提示して

いる。。以下に、MMD 前政権と PF 現政権の貧困削減戦略を示すが、PF 政権では社会的弱者に

対して手厚い支援を行うとともに、将来的には経済的に自立可能な方向を目指している。 

 
No. Objectives SNDP Strategies 

(2011 MMD政権策定) 
Revised-SNDP Strategies 

(2013年PF政権草案) 
Programmes 

1. To empower Low 
Capacity 
Households (LCHs). 

a) Provide access to finance, 
agricultural inputs and 
training to vulnerable 
groups;  
 
and 
 
b) Expand social security 
coverage to formal and 
informal sectors. 

a) Provide access to finance 
and entrepreneurship skills; 
b) Rehabilitate and provide 
community development 
infrastructure; 
c) Strengthen literacy and 
nutrition programmes in 
communities; 
d) Identify and eliminate 
obstacles and barriers to 
accessibility in the physical 
environment, transportation 
and information 
communication technology; 

Empowerment of Low 
Capacity Households and 
Persons with disabilities 

2. To provide Social 
Assistance to 
Incapacitated 
Households. 

a) Provide regular, 
predictable transfers to the 
chronically poor to support 
basic needs and human 
development;  
 
and 
 
b) Provide discrete transfers 
in response to shocks to 
people at risk of rapid 
deterioration in economic & 
social wellbeing and 
security. 

a) Provide regular, 
predictable transfers to the 
chronically poor to support 
basic needs and human 
development; 
and 
b) Provide discrete transfers 
in response to natural 
disasters or shocks to 
people at risk of rapid 
deterioration in economic & 
social wellbeing and 
security; 
c) Provision of life cycle 
based benefits focused on 
poverty, deprivation and 
suffering; 

Social Assistance to 
Incapacitated Households 

3. To provide care and 
support to 
vulnerable children 
and youth. 

a) Provide places of safety, 
vocational and life skills 
training to vulnerable 
children and youth; 
 
and 
 
b) Support school 
attendance of vulnerable 
children and youth. 

a) Provide free medical & 
health services to vulnerable 
persons with disabilities. 
b) Provide places of safety, 
vocational and life skills 
training and bursaries to 
vulnerable children and 
youth; 
and 
c) Support school 
attendance of vulnerable 
children and youth. 

Support for persons with 
disabilities, Vulnerable 
Children and Youth 
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4. To ensure the 
protection of human 
rights and provision 
of services to 
vulnerable groups 

a) Establish one stop centres 
and places of safety in all 
the Provincial centers; 
 
and 
 
b) Provide empowerment 
for survivors of violence & 
human trafficking through 
the provision of livelihood 
services. 

a) Establish one stop centres 
and places of safety in all 
the Provincial centers; 
b) Provide empowerment 
for survivors of violence & 
human trafficking through 
the provision of livelihood 
services; 
c) Strengthen the 
participation of the 
faith based organizations 
and non-governmental 
organizations in the 
provision of services to 
vulnerable groups; 
d) Strengthen the capacity 
of law enforcement 
personnel in handling 
matters of human rights for 
vulnerable groups 
 

Enhancement of access to 
Justice for Vulnerable 
groups 

図 II-19 SNDP「Social Protection」における MMD 前政権と PF 政権の相違47 
 

注：PF 政権において追加された項目に、下線を引いてある。 
 

PF 政権の SNDP 改訂ドラフトでは項目のタイトルが 
「Social Protection and Disability」に変更されている。 

 
なお、この SNDP 改訂ドラフトは 2013 年 8 月のステークホルダー会議で 

配布された暫定版であり、今後内容が変更される可能性がある点に留意されたい。 

                                                        
47 Republic of Zambia (2011) “Sixth National Development Plan 2011-2015” P.175 Table 110 と、Republic of Zambia 
(2013) “Draft Revised Sixth National Development Plan 2013-2016 -Stakeholder Colsultation (August, 2013)” P.140 Table 
69 より作成。 
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III. 所得貧困による分析 

1.  貧困ラインとデータ 

(1) ザンビア政府設定の貧困線、根拠と妥当性の確認 

ザンビア政府は全国で同一の絶対的貧困線を採用している。貧困線の算出基準に「Cost of Basic 

Needs (CBN)」を使用しており、国民が生きる上で最低限必要な食料の購入価格を「Food Poverty 

Line」、さらに食料以外の生活必需品に関する必要最低限の費用を加算したものを「Total (Absolute) 

Poverty Line」と設定している48。図 III-1 に、6 人家族の 2004 年から 2010 年の貧困線設定値を示

す。ザンビア統計局（CSO：Central Statistical Office）は 2006 年以前、エンゲル係数を 70％に固定

していたが、2006 年以降は家計に占める食費の変動に対応させるために、エンゲル係数を 61％

（2006 年）、66％（2010 年）に変更した49。 

2006 年のエンゲル係数の減少について、ザンビア政府は「クワチャ高によって、輸入品の物価

が安くなったため50」と説明している。2010 年の貧困線が上昇した理由について、ザンビア政府

は、「食料の在庫が少ない 1～3 月に生活調査を実施したことが原因51」と主張している。 
 

 
図 III-1 ザンビア政府の貧困線設定値52 

※注：2013 年 1 月 1 日に、ザンビア・クワチャに対するデノミネーションが実施された53。 
    1000 旧クワチャ＝1 新クワチャとなり、通貨コードも「ZMK」から「ZMW」に変更された。 
    本項においては、全て旧クワチャ（ZMK）を使用する。 

                                                        
48 CSO(2010) “Living Condition Monitoring Survey(LCMS) 2006&2010” P.178 
49 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.178-179 
50 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.179 
51 同 
52 “LCMS 2006&2010” P.178 掲載の表に、米ドル（USD）に換算した表を追加（最下段）。 
米ドル／ザンビア・クワチャの換算レートは、CIA Factbook（2007 年版/2013 年版）を使用した。 
53 JICA (2013) 「JICA 各国生活情報 ザンビア」 P.1 
http://www.jica.go.jp/regions/seikatsu/ku57pq000005g0zr-att/Zambia-p.pdf（2013/11/14 アクセス） 
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ザンビア政府は、環境や物価が異なる都市部と農村部で同一の貧困線を用いている。この点に

は批判が存在する。ザンビアの民間シンクタンク「Jesuit Centre for Theological Reflection（JCTR）」

に所属する M.Chibuye が、英国の IIED（International Institute for Environment and Development）か

ら出版した論文54では、ザンビア政府の貧困線設定は見積もり額が低く、貧困者数が本来よりも少

なく見積もられていると指摘している55。Chibuye が所属する JCTR では、ザンビア政府とは異な

る独自のフードバスケットを設定している（図 III-2）。JCTR は、独自のフードバスケットの各食

品類について、ザンビア全土で定期的に価格のモニタリングを行っている56。JCTR のフードバス

ケット設定値には、卵、肉、パン、砂糖、紅茶の項目が追加されている一方、ザンビア政府が設

定している落花生が外されていることから、ザンビア政府の貧困線は農村部の実態に近く、JCTR

の設定値は都市部の実態に近いと思われる。 

ただし、この貧困プロファイルでは、ザンビア政府の公式貧困線に対する批判が存在するとい

う事実の記載のみに留め、以降のデータは全て、ザンビア政府設定の貧困線を用いることにする。

なお、現与党 PF は、2011 年選挙のマニフェストにおいて、JCTR のフードバスケットの設定を引

用して前 MMD 政権の経済政策を批判しており57、貧困線が今後変更される可能性も存在する。 

QTY Unit price
2006

Cost (ZMK) QTY Unit price Cost (ZMK)
Cooking oil Local 2.5Lt 17,653 17,653 2x2Litres 14,700 29,400
Dried beans 1kg 2 6,041 12,082 2 6,000 12,000
Dried bream 1kg 1 22,317 22,317 1 43,300 43,300
Dried kapenta 1kg 2 30,336 60,672 2 30,000 60,000
Fresh milk 2 Lt(500ml x 4) 2,186 8,744 1Litres 8,300 8,300
Onion 1kg 4 3,864 15,456 4 2,600 10,400
Shelled groundnut 1kg 3 5,743 17,229
Table salt 1kg 1 2,424 2,424 1 1,600 1,600
Tomatoes 1kg 4 2,253 9,012 4 2,500 10,000
White roller 25kg 3.6 26,288 94,637 3 33,300 99,900
Vegetables 1kg 8 2,070 15,525 8 1,700 12,750
Eggs, 1unit 2 5,000 10,000
Meat 4 15,400 61,600
Bread 1loaf 2,400 72,000
Sugar 8 4,500 36,000
Tea 500g 9,000 9,000

Total Cost (ZMK) 275,751 476,250

Exchange rate (USD/ZMK) 3,602

Total Cost (USD)

Source: CSO(2012) Living Conditions Monitoring Survey Report 2006&2010 / Jesuit Centre for Theological Reflection Website
Exchange Rate Source: CIA Factbook (2007)

USD 76.57 USD 132.24

Product Decription
LCMS 2006 JCTR 2006 Estimate (Lusaka)

 

図 III-2 ザンビア政府と民間シンクタンク JCTR の 
フードバスケット設定の比較（2006 年）58 

                                                        
54 M.Chibuye (2011) “Interrogating urban poverty lines: The case of Zambia” 
IIED (International Institute for Environment and Development) Working Paper Series 
http://pubs.iied.org/pdfs/10592IIED.pdf（2013/11/14 アクセス） 
55 “Interrogating urban poverty lines: The case of Zambia” P.4 
56 http://www.jctr.org.zm/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=27（2013/11/15 アクセス） 
57 “Patriotic Front Manifesto 2011-2016” P.33 
58 “LCMS 2006&2010” P.178 の指標値と、Chibuye / IIED (2011) P.13 に掲載されている JCTR の指標値に基づき、

比較表を作成した。 
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(2) データソースの紹介と評価 

ザンビアの貧困データは、統計局（Central Statistical Office）が作成している「Living Conditions 

Monitoring Survey (LCMS)」に基づいている。最新版の LCMS は 2006 年と 2010 年の調査結果を併

記した「Living Conditions Monitoring Survey report 2006 & 2010」（2012 年発行）である。 

 

1991 年以降のザンビア全土の貧困状況の推移を図 III-3 に示す。2004 年以降、都市部の貧困層

が減少しているが、農村部の貧困層については 1996 年以降 80％前後で推移しており、農村部の

貧困がほとんど改善されていないことが分かる。このことが、1991 年時点で 70％であったザンビ

ア全国の貧困率が、約 20 年経過した 2010 年になっても 61％（原図では 60.5％）にとどまってい

る主な要因と考えられる。 

 

 
 

図 III-3 ザンビアの貧困率の推移（1991～2010 年）59 

                                                        
59 Republic of Zambia(2008) “2006 Annual Fifth National Development Plan Progress Report” P.2 のグラフと 
“LCMS 2006&2010” P.181 の貧困率データを元に作成。 
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2.  貧困の状況 

(1) 地域レベルの貧困率・貧困ギャップ率・GINIの表、2002 年以降の傾向 

ザンビアの貧困状況については、ザンビア統計局（Central Statistical Office）による「Living 

Condition Monitoring Survey 2004」「Living Condition Monitoring Survey 2006 & 2010」に掲載されて

いる。年ごとの推移をわかりやすくするために、上記のデータに基づき、作成した表を図 III-4 に

示す。 

 

 
図 III-4 ザンビアの地域別貧困率・貧困ギャップ率・2 乗貧困ギャップ率60 

（2004～2010 年） 

                                                        
60 “LCMS 2004” P.135-136 Table 12.6 と、“LCMS 2006&2010” P.274 Table A7～8 の貧困率データを元に作成。 
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最初に貧困率について見てみる。都市化されている Lusaka 州・Copperbelt 州では 2004 年から

2006 年にかけて貧困率が改善している。ただし、2010 年の時点の貧困率は Lusaka 州が 24.4％、

Copperbelt 州が 34.3％であり、決して良好な状態とはいえない。その他 7 州については貧困率が

70％を越しており、いずれの州も 2004 年から 2010 年にかけて状況はほとんど改善していない。

Eastern 州と Luapula 州は、貧困状況が逆に悪化している。 

 

 

 

図 III-5 ザンビアの地域別貧困率（2004～2010 年）61 

                                                        
61 “LCMS 2004” P.135-136 Table 12.6 と、“LCMS 2006&2010” P.274 Table A7～8 の貧困率データを元に作成。 
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次に、貧困ギャップ率を示す。都市化されている Lusaka 州・Copperbelt 州については貧困率と

同様の傾向であるが、その他 7 州についてはかなりの違いが見られる。Eastern 州と Luapula 州で

貧困ギャップ率の改善がほとんど見られない一方、残りの 5 州は改善が見られる。特に、Central

州、Western 州、North-Western 州では貧困ギャップ率がかなり改善されている。 

 

 
 

 

図 III-6 ザンビアの地域別貧困ギャップ率（2004～2010 年）62 

                                                        
62 “LCMS 2004” P.135-136 Table 12.6 と、“LCMS 2006&2010” P.274 Table A7～8 の貧困率データを元に作成。 
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次に、2 乗貧困ギャップ率を示す。 

このデータからも、Eastern 州と Luapula 州の貧困改善状況の遅れが見て取れる。 
 

 
 

 

図 III-7 ザンビアの地域別 2 乗貧困ギャップ率（2004～2010 年）63 

                                                        
63 “LCMS 2004” P.135-136 Table 12.6 と、“LCMS 2006&2010” P.274 Table A7～8 の貧困率データを元に作成。 
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最後に、これらのデータの原図を示す。単位がパーセンテージで表記されていない点と、すべ

ての州を単純にアルファベット順に配列してある点に留意されたい。 

 
図 III-8 ザンビアの地域別貧困率データ原図（2004 年）64 

 
図 III-9 ザンビアの地域別貧困率データ原図（2006 年）65 

 
図 III-10 ザンビアの地域別貧困率データ原図（2010 年）66 

                                                        
64 CSO(2005) “LCMS 2004” P.135-136 
65 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.274 
66 同 
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(2) ジニ係数の表 

ザンビアの所得・世帯累積比とジニ係数のデータを図 III-11～13 に示す。 

 

図 III-11 ザンビアの地域別所得・世帯累積比と GINI 係数の表（2010 年）67 
 

 
図 III-12 ザンビアの地域別所得・世帯累積比と GINI 係数の表（2006 年）68 

 

 
図 III-13 ザンビアの地域別所得・世帯累積比と GINI 係数の表（1996～2010 年）69 

                                                        
67 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.148 
68 同 
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これらの表から作成したザンビアの世帯のローレンツ曲線を以下に示す。2006 年のジニ係数は

数値で見ると農村部 0.54、都市部 0.66 となっていることから、農村部の方が一見良さそうに見え

るものの、ローレンツ曲線で見ると、貧富の格差は都市部と農村部で同一の傾向を示しているこ

とが分かる。また、2010 年のジニ係数は農村部 0.60、都市部 0.60 となっており、形状もほぼ一致

している。農村部と都市部のいずれにおいても同様の貧富の格差が存在することが分かる。 
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図 III-14 ザンビア 世帯の地域別ローレンツ曲線（2006 年・2010 年）70 

                                                                                                                                                                             
69 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.151 
70 同 P.148 のデータより作成 
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ザンビア全国の 1996 年から 2010 年までのジニ係数とローレンツ曲線の推移を示す。ローレン

ツ曲線の形状で見ると、2004 年のみ均等分布線に近づいているように見えるが、2004 年の地域別

ローレンツ曲線の形状（図 III-16）を詳しく見ると、農村部のジニ係数が異常に低くなっている。

2002 年以前と 2006 年以降はこのような現象が存在しないため、2004 年の農村部所得の統計処理

に何らかの問題があった可能性が存在する。2004 年を除くと、1996 年から 2010 年まで、ローレ

ンツ曲線の形状はほぼ同一である。 
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図 III-15 ザンビアの世帯所得ローレンツ曲線（1996～2010 年）71 
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図 III-16 ザンビアの世帯所得ローレンツ曲線（1996～2010 年）72 

                                                        
71 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.151 のデータより作成 
72 CSO(2005) “LCMS 2004” P.104 のデータより作成 
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(3) 過去 10 年程度のトレンドとその要因・今後の見通し、地理的分布の分析 

2004 年と 2010 年のザンビアの地域別・州別の世帯月収分布のデータを以下に示す。ただし、

ザンビア政府が公表するデータは各収入区分に対するパーセンテージのみであり、各収入区分に

属する実際の世帯数は総数しか記載されていないため、実態がきわめて分かりにくい。 

 

 
図 III-17 ザンビアの地域別月収分布（2010 年）73 

 

図 III-18 ザンビアの地域別月収分布（2004 年）74 

                                                        
73 CSO(2012) “LCMS 2006&2010” P.143 
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そこで、このデータを元に、実際の各州別の所得別世帯数を計算した。（図 III-19, 20） 

 

算出の方法は、ザンビア政府が公表している各州の合計世帯数に対して、世帯別月収のパーセ

ンテージを乗算した。計算によって発生した 100 世帯未満の数字は四捨五入を行っている。 

 

以降、この実世帯数データとパーセンテージを併せて、ザンビアの所得貧困状況を見ることに

する。なお、2004 年と 2010 年では、世帯月収の上限分類が変わっているが、世帯数データのグ

ラフでは比較のために、2010 年のデータにおいても、上限分類を 800,001 ZMK 以上とした。 
 

 

 

Less than
50,000

50,000-
150,000

150,001-
300,000

300,001-
450,000

450,001-
600,000

600,001-
800,000 800,001+

Central(2004) 14,500 47,700 51,800 31,100 14,500 16,600 31,100

Copperbelt(2004) 9,400 34,300 65,500 46,800 37,400 31,200 87,300

Eastern(2004) 17,400 55,100 75,500 43,500 29,000 20,300 52,200

Luapula(2004) 15,400 49,800 51,500 22,300 12,000 8,600 13,700

Lusaka(2004) 3,100 24,800 65,100 55,800 34,100 37,200 89,900

Northen(2004) 24,800 71,600 74,400 35,800 22,000 16,500 30,300

North-Western(2004) 16,400 28,900 28,900 15,100 10,100 8,800 17,600

Southern(2004) 20,200 60,600 55,500 32,800 20,200 17,700 42,900

Western(2004) 18,300 46,500 39,900 23,300 10,000 10,000 18,300  

図 III-19 ザンビアの各州別世帯月収の分布（世帯数ベース、2004 年）75 
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600,000
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800,001-
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1,200,000 1,200,000+

Central(2010) 3,800 13,500 33,800 42,300 33,800 27,300 20,300 14,500 61,000

Copperbelt(2010) 4,400 12,900 39,100 38,700 43,200 39,500 31,700 17,700 141,700

Eastern(2010) 5,100 45,500 98,200 62,900 36,900 36,300 13,300 7,500 36,300

Luapula(2010) 2,300 28,300 58,600 34,400 18,500 14,500 8,800 3,800 21,800

Lusaka(2010) 8,800 12,100 26,400 39,500 35,500 41,700 30,700 22,700 148,600

Northen(2010) 6,400 38,500 83,600 66,100 33,400 25,800 14,900 8,900 40,100

North-Western(2010) 8,600 18,400 26,500 19,300 12,700 12,700 7,200 4,800 27,900

Southern(2010) 5,600 31,700 56,600 49,400 36,400 25,500 19,600 11,500 74,300

Western(2010) 6,200 36,900 56,000 36,100 19,700 12,900 6,400 4,100 26,900  
図 III-20 ザンビアの各州別世帯月収の分布（世帯数ベース、2010 年）76 

                                                                                                                                                                             
74 CSO(2005) “LCMS 2004” P.100～101 
75 P.37 に掲載した“LCMS 2004” P.100～101 のデータを元に作成 
76 P.37 に掲載した“LCMS 2006 & 2010” P.143 のデータを元に作成 
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また、貧困状況を考慮するためには、ザンビアの物価推移も併せて考慮する必要がある。 

ザンビアのインフレ率は以下の通り推移している。このため、2010 年の物価は概ね 2004 年の 2

倍程度になっていると考えられる。 

 

年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

インフレ率 (%)  
(end of period) 17.5 15.9 8.2 8.9 16.6 13.4 8.5 

インフレによる 

物価推移試算 
1.000  1.159  1.254  1.366  1.592  1.806  1.959  

図 III-21 2004 年～2010 年のザンビアのインフレ率77 
 

 

ザンビア政府の 1 ヶ月あたり絶対貧困線は 2004 年：81,674 ZMK／人、2010 年：146,009 ZMK

／人である（III-1(1)参照）。また、ザンビアの平均世帯人数は 5.2 人78となっている。 

 

ザンビア政府では世帯貧困線を定義していないが、ここでは便宜上、 

 

2004 年： 81,674 ZMK×5（人）＝408,370 ZMK≒410,000 ZMK 

2010 年：146,009 ZMK×5（人）＝730,045 ZMK≒730,000 ZMK 

 

を世帯貧困線の月額目安として考えて、世帯別の収入データを見ることにする。 

                                                        
77 インフレ率は Bank of Zambia のデータを使用 
78 CSO(2012) “Zambia 2010 Census of Population and Housing National Analytical Report” P.17 
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都市化された Lusaka 州では、2004 年から 2010 年の間に月収 800,001 ZMK を超える世帯数が 2

倍以上に増加している（89,900 世帯→202,000 世帯）。 
 

月収 50,001 ZMK～450,000 ZMK の世帯は減少する一方、月収 50,000 ZMK 未満の著しい貧困世

帯は、3,100 世帯→8,800 世帯と大幅に増加している。 

 

インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率は大きな変化が見られない。 
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図 III-22 Lusaka 州の世帯月収の分布（2004 年／2010 年）79 

                                                        
79 P.38 のデータを元に作成 
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Copperbelt 州では、2004 年から 2010 年の間に月収 800,001 ZMK を超える世帯数が 2 倍以上に増

加している（87,300 世帯→191,100 世帯）。一方、月収 150,000 ZMK 以下の世帯数は 2004 年から

2010 年の間に大幅に減少している（43,700 世帯→17,300 世帯）。月収 50,000 ZMK 未満の著しい

貧困世帯は、半分以下に減少している（9,400 世帯→4,400 世帯） 

 

Copperbelt 州の変化の傾向は、貧困世帯数を除き、概ね Lusaka 州と同一である。インフレに伴

う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率は大きな変化が見られない。 
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図 III-23 Copperbelt 州の世帯月収の分布（2004 年／2010 年）80 
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農村 7 州においては、地域ごとに相違が見られる。 

 

Central州では、月収800,001 ZMK以上の世帯が3倍に増加している（31,100世帯→95,800世帯）。

月収150,000 ZMK以下の貧困世帯数は、62,200世帯→17,300世帯と大幅に減少し、月収50,000 ZMK

未満の著しい貧困世帯は14,500世帯→3,800世帯となった。月収450,001～800,000 ZMKの世帯は、

31,100 世帯→61,100 世帯と倍増している。 

インフレに伴う貧困線の上昇を考慮しても、貧困率はやや改善が見られる。 
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図 III-24 Central州の世帯月収の分布（2004 年／2010 年）81 
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Eastern 州はザンビアで唯一、月収 800,001 ZMK 以上の世帯がほとんど増加していない。 

（52,000 世帯→57,100 世帯） 
 

月収 150,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯は 72,500→50,600 世帯に減少した。月収 150,001～

450,000 ZMK の世帯は 119,000 世帯→161,100 世帯、月収 450,001～800,000 ZMK の世帯も、49,300

世帯→73,200 世帯と増加した。しかし、インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率はむ

しろ悪化している。 
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図 III-25 Eastern 州の世帯月収の分布（2004 年／2010 年）82 
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Luapula 州では、月収 800,001 ZMK 以上の世帯が 13,700 世帯→34,400 世帯と、2 倍以上に増加

している。月収 150,000 ZMK 以下の貧困世帯数は、65,200 世帯→30,600 世帯と半減し、特に月収

50,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯は 15,400 世帯→2,300 世帯と大幅な減少が見られる。 

月収 150,001～450,000 ZMK の世帯は、73,800 世帯→93,000 世帯と微増している。月収 450,001

～800,000 ZMK の世帯は、20,600 世帯→33,000 世帯と増加した。 

しかし、インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率はやや悪化している。 
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図 III-26 Luapula 州の世帯月収の分布（2004 年／2010 年）83 
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Northern 州は、月収 800,001 ZMK 以上の世帯が 30,300 世帯→63,900 世帯と倍増している。月収

150,000 ZMK 以下の世帯数は、72,500 世帯→50,600 世帯と減少しており、月収 50,000 ZMK 未満の

著しい貧困世帯は 24,800 世帯→6,400 世帯と、概ね 1/4 に減少している。 

月収 150,001～450,000 ZMK の世帯は、110,200 世帯→149,700 世帯と増加している。月収 450,001

～800,000 ZMK の世帯も、38,500 世帯→59,200 世帯と増加している。 

しかし、インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率は悪化している。 
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図 III-27 Northern 州の世帯月収分布（2004 年／2010 年）84 
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Northern-Western 州では、月収 800,001 ZMK 以上の世帯が 17,600 世帯→39,900 世帯と倍増して

いる。月収 150,000 ZMK 以下の世帯数は、45,300 世帯→27,000 世帯と減少しており、月収 50,000 

ZMK 未満の著しい貧困世帯は 16,400 世帯→8,600 世帯と半減している。月収 150,001～450,000 

ZMK の世帯は、44,000 世帯→45,800 世帯、月収 450,001～800,000 ZMK の世帯も、18,900 世帯→

25,400 世帯とそれぞれ微増している。しかし、インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困

率はほとんど変化していない。 
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図 III-28 North-Western 州の世帯月収分布（2004 年／2010 年）85 
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Southern 州では、月収 800,001 ZMK 以上の世帯が 42,900 世帯→105,400 世帯と、約 2.5 倍に増加

している。月収 150,000 ZMK 以下の貧困世帯数は、80,800 世帯→37,300 世帯と約半減した。この

うち、月収 50,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯は 20,200 世帯→5,600 世帯となっている。月収

150,001～450,000 ZMKの世帯は、88,300世帯→106,000世帯と増加している。月収 450,001～800,000 

ZMK の世帯も、37,900 世帯→61,900 世帯と増加している。しかし、インフレに伴う貧困線の上昇

を考慮すると、貧困率はほとんど変化していない。 
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図 III-29 Southern 州の世帯月収分布（2004 年／2010 年）86 
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Western 州では、月収 800,001 ZMK 以上の世帯が 18,300 世帯→37,300 世帯と倍増している。月

収 150,000 ZMK 以下の貧困世帯数は、64,800 世帯→43,100 世帯と減少し、月収 50,000 ZMK 未満

の著しい貧困世帯は 18,300 世帯→6,200 世帯と 1／3 に減少した。月収 150,001～450,000 ZMK の

世帯は、63,200 世帯→92,100 世帯、月収 450,001～800,000 ZMK の世帯は、20,000 世帯→32,600 世

帯とそれぞれ増加している。ただし、インフレに伴う貧困線の上昇を考慮すると、貧困率は悪化

していると考えられる。 
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図 III-30 Western 州の世帯月収分布（2004 年／2010 年）87 
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次に、2004 年と 2010 年の居住地域別の月収データを見ることにする。LCMS では、ザンビア

全土の居住地域を「農村（Rural）」と「都市（Urban）」に大別している。 
 

「農村（Rural）」はさらに、「Small-Scale（農地面積 5 ha 未満）」「Medium-Scale（農地面積

5～20 ha）」「Large-Scale（農地面積 20 ha 以上）」「非農業（Non Agriculture）」の 4 つの小グ

ループに分類している。 

 

「都市（Urban）」はさらに、ザンビアの都市開発計画法88の区分に基づいて「Low Cost（面積

288 m2未満）」「Medium Cost（面積 288～540 m2）」「High Cost（面積 1,350 m2以上）」の 3 つ

の小グループに区分される。 

 

 

図 III-31 ザンビア政府の農民グループ区分89 
 

 
図 III-32 ザンビア政府の都市地域区分90 

                                                        
88 Ministry of Local Government and Housing, Zambia (1980) “The Town and Country Planning Act - Chapter 283 “ 
Planning Standards Guidelines”, Volume 16 
89 World Bank (2007) “Zambia Smallholder Agricultural Commercialization Strategy” P.7 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/02/06/000020439_20070206092854/Re
ndered/PDF/365730ZM.pdf（2013/11/21 アクセス） 
90 UN-Habitat (2012) “Zambia Urban Housing Sector Profile” P.82 
http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=3357&alt=1（2013/11/21 アクセス） 
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P.37 に掲載したザンビア政府の統計データから、農村部と都市部の実世帯数を算出した結果を

以下に示す。各州別データの時と同様に、計算によって生じた 100 世帯未満の数字は四捨五入を

行っている。 

 

なお、2004 年の「Fisheries」については「Rural Small Scale」に合算した。また、2004 年と 2010

年で世帯月収の上限分類が変わっているが、次ページ以降の実数データのグラフにおいては、比

較のために 2010 年のデータも、上限分類を 800,001 ZMK 以上とした。 

 

以降、各州別のデータと同様に、実世帯数データとパーセンテージを併せて、ザンビアの所得

貧困状況を見ることにする。 

 

2004 Less than
50,000

50,000-
150,000

150,001-
300,000

300,001-
450,000

450,001-
600,000

600,001-
800,000 800,001+

Rural 128,800 347,800 360,700 180,300 103,000 64,400 103,000
Urban 16,500 74,000 148,100 123,400 90,500 98,700 279,700

Rural Small Scale 115,600 324,200 323,900 162,100 80,900 57,900 81,200
Rural Medium Scale 900 5,600 6,100 5,600 4,800 5,200 15,200
Rural Large Scale 100 0 200 200 200 100 2,700
Rural Non-Agric 5,900 18,400 24,300 13,400 7,500 5,900 8,400

Urban Low Cost 11,900 59,300 124,600 100,900 65,300 71,200 154,300
Urban Medium Cost 1,400 5,700 12,900 14,300 15,800 17,200 74,600
Urban High Cost 1,700 3,400 11,100 7,700 8,600 9,400 43,700  

図 III-33 ザンビアの居住地域別世帯月収の分布（世帯数、2004 年）91 
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150,001-
300,000

300,001-
450,000

450,001-
600,000

600,001-
800,000

800,001-
1,000,000

1,000,001-
1,200,000 1,200,000+

Rural 38,400 212,800 409,600 296,000 185,600 140,800 76,800 41,600 196,800
Urban 12,500 24,900 70,400 93,600 83,800 95,300 75,700 53,500 381,300

Rural Small Scale 34,200 199,600 382,200 268,100 165,400 124,100 67,000 37,100 151,200
Rural Medium Scale 200 1,000 4,900 4,900 5,100 6,900 3,100 2,300 12,700
Rural Large Scale 0 100 100 0 0 0 200 0 400
Rural Non-Agric 4,900 12,600 22,200 23,500 16,100 10,500 7,700 2,100 33,400

Urban Low Cost 9,200 21,700 64,600 81,100 75,100 82,400 61,300 44,200 218,800
Urban Medium Cost 1,900 2,400 3,400 7,700 5,700 8,300 8,800 7,200 103,400
Urban High Cost 1,600 400 2,500 4,600 3,100 4,400 4,900 2,400 59,200  

図 III-34 ザンビアの居住地域別世帯月収の分布（世帯数、2010 年）92 

                                                        
91 P.37 に掲載した“LCMS 2004” P.100-101 のデータを元に作成 
92 P.37 に掲載した“LCMS 2006 & 2010” P.143 のデータを元に作成 
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農村部地域（ザンビア全土）では、2004 年から 2010 年にかけて月収 150,000 ZMK 以下の世帯

は減少した。一方、月収 150,001 ZMK 以上の世帯は増加しており、月収 800,000 ZMK 以上の世帯

は 3 倍に増えている。ただし、インフレに伴い貧困線が上昇していることから、実際の貧困率は

ほとんど変化していない。 
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図 III-35 ザンビア農村部の世帯月収分布（2004 年／2010 年）93 
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農村部の小農世帯（耕作面積 5 ha 未満）では、2004 年から 2010 年にかけて月収 150,000 ZMK

以下の世帯は減少し、特に月収 50,000 ZMK 未満の世帯は 115,600 世帯→34,200 世帯と、1/3 以下

に減少した。また、月収 150,000 ZMK 以上の世帯は増加しており、月収 800,000 ZMK 以上の世帯

は 3 倍に増えている。ただし、インフレに伴い貧困ラインが上昇していることから、貧困率は悪

化している。 
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図 III-36 ザンビア農村部（小規模農家）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）94 
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農村部の中農世帯（耕作面積 5 ha～20 ha）では、2004 年から 2010 年にかけて月収 450,000 ZMK

以下の世帯は減少しており、特に月収 150,000 ZMK 以下の層は激減している。しかし、月収 450,001 

ZMK 以上の世帯はほとんど増えておらず、月収 800,001 ZMK 以上の世帯も 3,000 世帯しか増えて

いない。インフレにより貧困ラインが上昇していることから、貧困率は悪化している。 
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図 III-37 ザンビア農村部（中規模農家）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）95 

                                                        
95 P.50 のデータを元に作成 



貧困プロファイル（平成 25年度） 
ザンビア国 編 

54 

農村部の大規模農家世帯（耕作面積 20 ha 以上）は、2004 年から 2010 年にかけて世帯数そのも

のが激減しており、2004 年に 3,500 世帯だったのが、2010 年には 800 世帯になっている。また、

貧困状況も悪化している。 
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図 III-38 ザンビア農村部（大規模農家）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）96 
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農村部の非農家世帯では、2004 年から 2010 年にかけて月収 300,000 ZMK 以下の世帯は減少す

る一方、月収 300,001 ZMK 以上の層が増加しており、月収 800,001 ZMK 以上の世帯は、8,400 世

帯→43,200 世帯と 5 倍以上に増えている。 

物価上昇に伴う貧困ラインの上昇を考慮しても、貧困率はやや改善していると考えられるが、

月収 50,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯数は 5,900 世帯→4,900 世帯と横ばい状態である。 
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図 III-39 ザンビア農村部（非農家）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）97 
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都市地域（ザンビア全土）では、2004 年から 2010 年にかけて月収 50,000～450,000 ZMK の世

帯が減る一方、月収 800,000 ZMK 以上の世帯は倍増している。また、月収 50,000 ZMK 未満の著

しい貧困世帯と、月収 600,001～800,000 ZMK の世帯の数はほぼ横ばいである。インフレに伴う貧

困ライン上昇を考慮すると、貧困率はあまり変化していない。 

 

 

 

Less than
50,000

50,000-
150,000

150,001-
300,000

300,001-
450,000

450,001-
600,000

600,001-
800,000

800,001+

Urban (2004) 16,500 74,000 148,100 123,400 90,500 98,700 279,700 

Urban (2010) 12,500 24,900 70,400 93,600 83,800 95,300 510,500 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

世
帯
数

Urban (Total)

世帯月収
(ZMK)

 

 
図 III-40 ザンビア都市部の世帯月収分布（2004 年／2010 年）98 
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都市地域のLow Cost Area（面積288 m2未満）では、2004年から2010年にかけて月収450,000 ZMK

以下の世帯が減っている。一方、月収 450,001 ZMK 以上の世帯は増加しており、特に 800,001 ZMK

以上の世帯が倍増している。ただし、月収 50,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯は 11,900 世帯→9,200

世帯と、ほぼ横ばいである。インフレに伴う貧困ラインの上昇を考慮すると、貧困率はほとんど

変化していない。 
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図 III-41 ザンビア都市部（Low Cost Area）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）99 
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都市地域の Medium Cost Area（面積 288～540 m2）では、2004 年から 2010 年にかけて月収 50,000

～800,000 ZMK の世帯が著しく減少した一方、月収 800,001 ZMK 以上の世帯は増加している。イ

ンフレに伴う貧困ラインの上昇を考慮しても、貧困率は改善していると考えられる。ただし、月

収 50,000 ZMK 未満の著しい貧困世帯は 1,400 世帯から 1,900 世帯に増加している。 
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図 III-42 ザンビア都市部（Medium Cost Area）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）100 
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都市地域の High Cost Area（面積 540 m2以上）は、Medium Cost Area とほぼ同じ傾向である。

2004 年から 2010 年にかけて月収 50,000～800,000 ZMK の世帯が著しく減っている一方、月収

800,001 ZMK 以上の世帯は増加している。インフレに伴う貧困ラインの上昇を考慮しても、貧困

率は改善していると考えられる。ただし、月収 50,000 ZMK 以下の著しい貧困世帯の数はほとん

ど変化が見られない。 
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図 III-43 ザンビア都市部（High Cost Area）の世帯月収分布（2004 年／2010 年）101 
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ザンビアにおける所得調査としては、統計局による「Living Condition Monitoring Survey (LCMS)」

の他に、The Zambia Vulnerability Assessment Committee (ZVAC) が 2008 年に独自調査を実施して

おり、調査結果は「Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment102」として、WFP に

提出されている。以下、LCMS のデータを補完する意味で、所得面の調査結果を見ることにする。 

「Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment」では、ザンビア全国の全国の広範な

地域を対象として調査を実施した（図 III-44,45）。ただし、調査目的は洪水などの自然災害に関

連した農業被害・食糧支援のデータ収集のため、農村部ならびに貧困世帯の調査が中心である。 

 

Team Province No. of Districts No. of Days 

1 North-Western Chavuma, Zambezi, Mwinilunga 18 
2 Southern Gwembe, Choma, Siavonga 18 
3 Southern Mazabuka, Monze, Namwala, Itezhi tezhi 23 
4 Southern Sinazongwe, Kazungula, Kalomo 18 
5 Eastern Luangwa, Lundazi, Mambwe 18 
6 Central/Lusaka Chongwe, Chibombo, Kafue, Lusaka 23 
7 Copperbelt Lufwanyama, Masaiti, Mpongwe, Ndola 23 
8 Western/ Central Mongu, Senanga, Lukulu, Mumbwa 23 
9 Western Kalabo, Sesheke, Shang’ombo 20 

10 Central/Northern Mkushi, Isoka, Mpulungu 18 
11 Luapula Mansa, Milenge, Samfya 18 

図 III-44 “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment”の調査実施地域103 
 

 

図 III-45 “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment”の調査実施地域図104 

                                                        
102 The Zambia Vulnerability Assessment Committee(ZVAC) (2008) “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs 
Assessment” http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp188840.pdf（2013/11/30 アクセス） 
103 ZVAC(2008) “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment” P.55-56 
104 ZVAC(2008) “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment” P.104 
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ZVAC の調査による都市世帯と農村世帯の現金収入源を以下に示す（図 III-46, 47）。 

都市地域では「Small Business」「Casual Labor」「Crop Production」「Skilled Trading」「Petty Trading」

が上位であり、主に簡単な取引と単純労働によって、現金収入を得ていることが分かる。一方、

農村地域では「Crop Production」「Casual Labor」「Livestock Sales」「Petty Trading」「Fishing」

の順となっており、農業生産と単純労働によって現金収入を得ている。また、農業生産の中で畜

産と漁業の占める割合が比較的大きいことが分かる。 

 

 

図 III-46 都市世帯の現金収入源（2008 年）105 
 

 

 
図 III-47 農村世帯の現金収入源（2008 年）106 

                                                        
105 ZVAC(2008) “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment” P.45 
106 ZVAC(2008) “Multi-Sectoral In-Depth Vulnerability and Needs Assessment” P.44 
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