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序序序序                    文文文文 

 

パキスタン・イスラム共和国における繊維産業は、もともと潤沢な綿花生産を背景とし、紡績

業から発展してきました。わが国は戦後直後にパキスタンから綿花を輸入して繊維産業で成長し、

パキスタン・イスラム共和国は綿花を輸出した利益で経済が発展した、というように、両国が良

好な関係を築くきっかけとなった産業でもあります。 

しかし現在、パキスタン・イスラム共和国では製造業の GDP に占める割合が低くとどまって

おり、産業の高付加価値化が進んでいない状況にあります。特に、繊維産業は製造業部門のなか

で最大のセクターであり、輸出金額の約 5 割を占めているにもかかわらず、主な輸出品は依然と

して低技術・低付加価値の製品にとどまっていることから、繊維製品の高付加価値化への取り組

みが求められています。 

このような背景の下、パキスタン政府は 2014 年に技術協力プロジェクト実施について、わが

国に要請しました。これを受けて独立行政法人国際協力機構（JICA）は同国政府と協議を行うた

め、2015 年 6 月 13 日から 7 月 2 日まで詳細計画策定調査団を当地に派遣し、プロジェクトの妥

当性を確認するとともに、実施のための枠組みについて協議を行いました。 

本報告書は、同調査団による収集情報や協議結果を取りまとめたものであり、本プロジェクト

実施にあたり関係者に活用されることを願うものです。 

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

 

平成 27 年 10 月 

 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

パキスタン事務所長 河崎河崎河崎河崎    充良充良充良充良 



 

 

目目目目                    次次次次 

 

序 文 

目 次 

地 図 

写 真 

略語表 

事業事前評価表 

 

第１章 調査の概要 ································································································· 1 

１－１ 背景と目的 ······························································································ 1 

１－２ 調査団の構成 ··························································································· 1 

１－３ 調査日程 ································································································· 2 

１－４ 主要面談者 ······························································································ 3 

 

第２章 調査の結果 ································································································· 5 

２－１ 繊維セクターの概況、繊維製品の貿易状況 ····················································· 5 

２－１－１ パキスタン繊維セクターの概況 ··························································· 5 

２－１－２ パキスタン繊維製品の貿易状況 ··························································· 5 

２－１－３ 日本の全世界からの繊維製品輸入とパキスタンからの繊維製品輸入の動向 ··· 8 

２－１－４ パキスタン繊維セクターの高付加価値化への課題 ···································· 9 

２－２ 繊維省の組織・活動概要、関連政策 ···························································· 10 

２－２－１ 繊維省の組織 ················································································· 10 

２－２－２ 繊維省の活動概要 ··········································································· 12 

２－２－３ 繊維省の関連政策 ··········································································· 13 

２－３ 対象研修機関の現状と課題 ········································································ 15 

２－３－１ パキスタン・ニットウェア研修所（PKTI） ·········································· 15 

２－３－２ パキスタン既成服技術研修所（PRGTTI） ············································ 18 

２－３－３ 女性専用研修所（FETI） ·································································· 22 

２－４ プロジェクト対象機関をめぐる行政システム ················································ 23 

２－４－１ パンジャブ技能開発基金（PSDF） ····················································· 23 

２－４－２ カリキュラムに関連する行政管掌 ······················································ 24 

２－５ 繊維企業の現状と課題 ·············································································· 25 

２－５－１ パキスタン・メリヤス製造・輸出組合（PHMA） ·································· 25 

２－５－２ PHMA会員企業 ·············································································· 26 

２－５－３ パキスタン既成服製造・輸出組合（PRGMEA） ···································· 27 

２－５－４ PRGMEA会員企業 ·········································································· 27 

２－５－５ FGC内企業 ···················································································· 29 

２－５－６ 対象業界団体及びFGC内企業における課題と提言 ·································· 29 

２－６ 産学連携及び研修機関間連携の状況と課題 ··················································· 30 

２－７ 研修機関と企業におけるジェンダー課題 ······················································ 30 



 

 

２－７－１ 研修機関と企業のニーズとのマッチングの現状と課題 ···························· 30 

２－７－２ 女性の雇用を促進するためのジェンダー配慮の現状と課題 ······················ 34 

２－８ 他ドナーによる繊維セクター支援実績と教訓 ················································ 38 

 

第３章 プロジェクトの概要···················································································· 43 

３－１ プロジェクトの基本計画 ··········································································· 43 

３－２ プロジェクトの実施体制 ··········································································· 45 

３－３ プロジェクト実施上の留意点（専門家配置に関する考え方） ···························· 46 

３－４ 想定される供与機材 ················································································· 48 

３－４－１ 全体の供与機材選定方針、留意事項、機材維持管理及び見積条件 ············· 48 

３－４－２ PKTI ···························································································· 50 

３－４－３ PRGTTI ························································································ 51 

３－４－４ FETI ···························································································· 51 

３－５ その他の提言 ························································································· 52 

３－５－１ 品質試験ラボ ················································································· 52 

３－５－２ 高等教育支援 ················································································· 53 

 

第４章 プロジェクトの実施妥当性 ··········································································· 54 

４－１ 5項目評価 ······························································································ 54 

４－２ 結論 ····································································································· 57 

 

第５章 団長所感 ·································································································· 58 

 

付属資料 

１．協議議事録（M/M） ······················································································ 63 

２．質問票集計結果 ···························································································· 82 

３．機材リスト ································································································· 132 

３－１ FETI要請機材リスト ············································································ 132 

３－２ PKTI要請機材リスト ············································································ 136 

３－３ PRGTTI要請機材リスト ········································································ 137 

３－４ FETI供与予定機材リスト ······································································ 140 

３－５ PKTI供与予定機材リスト ······································································ 141 

３－６ PRGTTI供与予定機材リスト ·································································· 142 

３－７ 機材解説（参考） ················································································ 143 

４．収集資料リスト ··························································································· 145 

 



 

地地地地                    図図図図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○C 1992 Magellan GeographixSMSanta Barbara, CA(800)929-4627 

 

イスラマバード 

（繊維省） 

ファイサラバード

（FETI） 

ラホール 

（PKTI、PRGTTI） 



 

写写写写                    真真真真 

 

 

PKTI（パキスタン・ニットウェア研修所）裁断の授
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5S Seiri-Seiton-Seisou-Seiketsu-Shitsuke 

整理・整頓・清掃・清潔・躾 

（各職場において徹底されるべき事項

を5つにまとめたもの） 

bfz 

Berufliche Fortbildungszentren der 

Bayerischen Wirtschaft (bfz) 

gemeinnützige GmbH 

バイエルン経済継続職業訓練センター 

C&C Council and Coordination 調整審議会 

C/P Counterpart カウンターパート 

CAD Computer Aided Design キャド 

CAD/CAM 
Computer Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing 
キャドキャム 

CBT Competency-based Training 職能に基づく訓練 

CIF Cost, Insurance and Freight 運賃・保険料込み条件 

CMT Cutting manufacturing and trimming 縫製工賃 
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FTA Free Trade Agreement 自由貿易協定 
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Promoting Gender Equality for Decent 
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ディーセントな雇用のための男女平等

促進 
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Gender Promotion in the Garment/ 
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Development 

ジェンダー推進プログラム 
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Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 
ドイツ国際協力公社 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 有限責任会社 

GSP Generalized System of Preferences 特恵関税制度 



 

 

ICT 
Information and Communication 

Technology 
情報通信技術 

ILO International Labour Organization 国際労働機関 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

KOICA Korea International Cooperation Agency 韓国国際協力団 

LDC Least Developed Country 後発開発途上国 

M/M Minutes of Meeting ミニッツ（協議議事録） 

MD Merchandising 商品化計画 

MINTEX Ministry of Textile Industry 繊維省 

MOU Memorandum of Understanding 覚書 

NAVTTC 
National Vocational & Technical Training 

Commission 

国家職業・技術訓練委員会 

（2011年にNAVTECから改組） 

NTU National Textile University, Faisalabad 国立ファイサラバード繊維大学 

OJT On-the-Job Training 実地訓練 

PC wing Project Coordination wing プロジェクト調整部門 

PDCA Plan-Do-Check-Act 計画→実行→評価→改善 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 
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Pakistan Hosiery Manufacturers & 
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PO Plan of Operations 活動計画 

PPP Public Private Partnership 官民連携 
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Pakistan Readymade Garments 

Manufacturers & Exporters Association 
パキスタン既製服製造・輸出組合 

PRGTTI 
Pakistan Readymade Garments Technical 

Training Institute 
パキスタン既製服技術研修所 

PSDF Punjab Skills Development Fund パンジャブ技能開発基金 

PTA Preferential Trading Area 特恵貿易地域 

PWF Pakistan Workers Federation パキスタン労働者連盟 

QC Quality Control 品質管理 

R&D Research and Development 研究開発 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

RDA Research, Development and Advisory 研究開発・アドバイザリー部門 
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Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development 
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TDAP Trade Development Authority of Pakistan 貿易開発庁 

TEVTA 
Technical Education & Vocational 

Training Authority 
技術教育・職業訓練庁 

TOT Training of Trainers 指導員訓練 

TPM Total Productive Maintenance 総合的生産保全 
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Training for Rural Economic 

Empowerment 
地域経済強化訓練 
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Technical and Vocational Education and 

Training 
技術教育・職業訓練 
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University of Management and 

Technology 
技術経営大学 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 
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United Nations Industrial Development 
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国連工業開発機関 

USD United States Dollar 米ドル 
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国際協力機構パキスタン事務所 

１．案件名 

国 名：パキスタン・イスラム共和国 

案件名：和名 アパレル産業技能向上・マーケット多様化プロジェクト 

英名 The Project for Skills Development and Market Diversification（PSDMD） 

of Garment Industry of Pakistan 

 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における繊維セクターの現状と課題 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」）の繊維セクターは、GDP の約 1 割、

総輸出額の約 5 割を占め、また製造業従事者のうち約 4 割を雇用する等、製造業部門では最

大のセクターとなっている。また、パキスタンの繊維セクターには原綿の生産から最終品の

衣服やホームテキスタイルまでの各分野に多くの企業が存在し、各企業の規模は、紡績、染

色、生地生産の一貫工程を備える企業から、縫製に徹する企業まで様々である。特に大きな

企業グループでは、それぞれの工程を別会社で行い、原綿から最終品の一貫工程をグループ

内で行っているところもある。しかし、製綿布工程以降の川下部門が十分に育っていないこ

とから、主たる輸出品は依然として低技術・低付加価値の綿糸や綿布、タオル、ベッドウェ

ア等であるため、国際市場価格の変動による影響を大きく受けている状況にあり、繊維製品

のより一層の高付加価値化への取り組みが求められている。また、高付加価値製品を生産す

るアパレル産業分野では、手先の器用な女性労働力に対する需要が高い傾向にあるが、パキ

スタンはバングラデシュ等他のアジア諸国と比しても女性労働力が十分に育成されていな

いため、特に女性労働者の技能の底上げを通じた生産性の向上が課題となっている。 

このような背景から、本事業は、アパレル産業における労働者の技能向上を行う研修機関

の強化を行い、以って、同産業の生産性向上を図ることを目的として、パキスタン政府より

我が国へ協力を要請されたものである。なお、協力対象となる研修機関は、ラホールに所在

する①Pakistan Knitwear Training Institute（PKTI）及び②Pakistan Readymade Garments Technical 

Training Institute（PRGTTI）、並びにファイサラバードに所在する③Female Exclusive Training 

Institute（FETI）の 3 機関である。PKTI 及び PRGTTI はそれぞれ異なる業界団体が運営する

アパレル産業労働者の技能研修機関であるが、マーケットニーズに応じた研修カリキュラム

の改善や、研修機材の老朽化が課題となっている。一方、FETI は女性労働者の研修機能向上

に特化し、繊維省傘下の公社である Faisalabad Garment City Company（FGCC）によって 2015

年に運営開始予定の新設機関であり、研修機関としての体制・施設の整備が課題となってい

る。 

本事業では、前述の 3 機関を主な協力対象機関とし、機材の供与及び専門家派遣による技

術指導を行い、研修機能の整備及び強化を図るものである。 

 

（2）当該国における繊維セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

パキスタン繊維省は 5 か年政策である「Textiles Policy 2014-19」の中で、高付加価値繊維



 

ii 

製品の輸出においてリーディングカントリーになるといったビジョンを掲げ、5 年間で繊維

製品の輸出額を倍増するという目標を打ち出し、官民関連機関が連携して各種施策を実施し

ているところである。 

本事業は、繊維セクターの中でも特にアパレル産業分野において、パキスタンが国際基準

の「品質、コスト、納期」に見合った競争力を身につけるための土台となる人材の育成を行

うものであり、特に女性に対して生産性と品質向上のための基礎的な力を養成し、ひいては、

市場の多様化に資することを目的としている。 

 

（3）繊維セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の対パキスタン国別援助方針では、経済基盤の改善を重点分野と捉え、その支援の

一環として「製造業の競争力向上、輸出促進」に取り組む方針が示され、開発課題への対応

方針として、「産業構造の多様化・高付加価値化に対する支援を行う」ことが謳われている。

JICA 国別分析ペーパーでは、協力プログラムの構成として中目標「経済基盤の改善」、小目

標「経済安定化と産業構造の高度化・多様化促進」を掲げ、その中で「産業育成・投資環境

整備プログラム」の優先度を高く置き、繊維セクターは同プログラムにおける協力対象の一

つとしている。 

 

（4）他の援助機関の対応 

国際労働機関（ILO）とドイツ国際協力公社（GIZ）により、国家職業・技術訓練委員会

（National Vocational & Technical Training Commission, NAVTTC）に対し、技術教育・職業訓

練改革の一環として、統一的な職業訓練カリキュラム開発に向けた支援が行われている。ま

た、ILO、GIZ ともに繊維産業における国際労働基準に対するコンプライアンス強化に向け

た支援を実施している。なお、いずれの支援も制度構築・改善に対する支援であり、個別の

技術教育・職業訓練機関に対する協力ではないため、本事業による協力内容との重複は無い。 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ラホール市及びファイサラバード市において、アパレル産業のニーズに即した

研修計画の策定、研修機関の研修実施体制整備・運営能力強化、官民連携の強化を行うこと

により、アパレル産業の市場拡大に必要な人材の育成を図り、もって高付加価値繊維製品の

生産に従事する人的資源の開発に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

ラホール市及びファイサラバード市 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：繊維省研究開発部の職員（約 10 名）、協力対象研修機関（PKTI、PRGTTI、

FETI）の校長、講師、職員（約 100 名）、パキスタン・メリヤス製造・輸出組合（以下「PHMA」）

とパキスタン既製服製造・輸出組合（以下「PRGMEA」）（注）から選出される官民連携タス

クフォースメンバー（約 6 名） 
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最終受益者：モデル研修コースを受講した研修生（約 300 名）、PHMA と PRGMEA の会員

企業（約 2,000 社）、その他のパキスタンのアパレル産業セクターの企業 

（注） 

パキスタン・メリヤス製造・輸出組合：Pakistan Hosiery Manufacturers & Exporters Association, PHMA 

パキスタン既製服製造・輸出組合：Pakistan Readymade Garments Manufacturers & Exporters Association, 

PREGMEA 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2016 年 1 月～2019 年 12 月を予定（計 48 ヵ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 5.6 億円（予定） 

 

（6）相手国側実施機関 

- 繊維省研究開発部（本プロジェクトの全体の管理と実施の調整を担当） 

- PKTI（協力対象研修機関の 1 つ。主にニット製品の生産技術を指導） 

- PRGTTI（協力対象研修機関の 1 つ。アパレル製品全般の生産技術を指導） 

- FETI（協力対象機関の 1 つ（新設機関）。対象を女性に特化し、アパレル製品生産技術を指

導） 

- PHMA（PKTI を運営する業界団体として本プロジェクトに参画） 

- PREGMEA（PRGTTI を運営する業界団体として本プロジェクトに参画） 

- FGCC（FETI を運営する繊維省傘下の公社） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

①専門家（合計約 144M/M） 

総括／アパレル産業人材育成／生産技術、研修管理／産学連携、生産化計画／縫製技術、

生産保全／機材計画、マーケティング、女性の経済的エンパワーメント、業務調整 

②研修員受入（本邦/第三国研修） 

③機材供与（研修用機材） 

2）パキスタン国側 

①カウンターパートの配置 

プロジェクトファシリテーター：繊維省研究開発部長 

プロジェクトコーディネーター：PKTI、PRGTTI、FETI の各校長（合計 3 名） 

その他カウンターパート： 繊維省研究開発部、PKTI、PRGTTI、FETI、PHMA、PRGMEA、

FGCC から必要人数を配置 

②プロジェクトオフィス（繊維省、PKTI、PRGTTI、FETI 各機関に設置） 

③FETI の施設・設備（JICA が供与する研修機材を除く） 
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（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響／用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類（A, B, C を記載）：C 

②カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドラン」（2010 年 4 月

公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2）ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減 

本事業の最終裨益者は、一般に貧困な状況にある男女のうち、とくにアパレル産業での

雇用機会を求める若年層である。同産業界では、女性労働者への需要が大きく、本事業も

そのニーズに応えて人材育成を行い、女性の雇用拡大を目指すものであるため、研修機関

や就職先の企業において女性が学びやすく働きやすい環境を考慮するとともに、企業側の

労働条件やコンプライアンスに十分配慮する。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

①国立ファイサラバード繊維工科大学教育教材改善計画（1991 年） 

②繊維産業振興開発調査（1992 年） 

③貿易政策アドバイザー（2009 年～2014 年） 

④貿易促進アドバイザー（2015 年～） 

2）他ドナー等の援助活動 

ILO と GIZ により NAVTTC に対して、技術教育・職業訓練改革の一環として、職業訓

練校のカリキュラムの開発支援が行われており、本事業の対象研修機関でも、アパレル産

業就労のための技能研修のカリキュラムはこれに準じているため連携が可能である。また、

アパレル産業における女性の雇用拡大については、ILO の Promoting Gender Equality for 

Decent Employment（GE4DE）プログラムによる女性対象の研修、及び UNDP の Gender 

Promotion プロジェクトによる地域への意識啓発活動が実施されており、本事業ではこれ

らの成果と知見を十分に活用できる。その他には、韓国国際協力団（KOICA）が繊維省と

カラチ市の繊維職業訓練所を支援し、また国立ファイサラバード繊維大学に機材支援を行

う予定であり、これらとの連携の可能性も探る。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標と指標： 

上位目標： 

高付加価値繊維製品の生産力強化のための人的資源が開発される。 

指標：政府職業訓練校卒業生の就職率（アパレル産業セクターを中心として） 

2）プロジェクト目標と指標： 

アパレル産業の市場拡大に必要な人材が育成される。 

指標 1：会員企業のＸ％が研修機関での指導内容に満足する（5 段階の 3 以上） 

指標 2：協力対象研修機関からのインターンシップの数が協力開始時点よりも増加する。 
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3）成果： 

成果 1：アパレル産業界のニーズに合わせた研修計画が策定される。 

成果 2：PKTI と PRGTTI の運営能力が強化される。 

成果 3：FETI の研修実施体制が整備される。 

成果 4：アパレル製品の市場拡大と女性の雇用拡大のために、官民の連携が強化される。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）前提条件 

①プロジェクト活動地域における治安が悪化しない。 

②FETI の施設・設備が計画通りに整備される。 

 

（2）外部条件 

1）成果達成のための外部条件 

①パンジャブ技能開発基金（PSDF）などの政府資金が継続する。 

②講師が適時に採用・任命される。 

2）プロジェクト目標達成のための外部条件 

研修機関の講師と職員が異動しない。 

3）上位目標達成のための外部条件 

パキスタンの経済状況が悪化しない。 

 

６．評価結果 

本事業は、パキスタンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

（1）類似案件の評価結果 

産業団体からの強い要請に基づいて形成された「ミャンマー国ソフトウェア及びネットワ

ーク技術者育成プロジェクト（2006～2011 年）」では、産学連携活動として、長期実習の発

表会に民間企業関係者を多数呼んで講評を受ける、新規科目に関するニーズや卒業生の動向

等、諸調査への企業団体の協力、センターに持ち込まれた個別企業の求人情報の学内貼りだ

し、等が好事例として評価された。 

 

（2）本事業への教訓 

これらに類する活動は本事業でも可能と思われるほか、就職支援については、団体内の就

職紹介オフィスとの連携など、より踏み込んだ活動が可能と見込まれる。また、新設校の FETI

においては、産学連携活動に対応できる教務体制づくりにまず相応な時間をかける必要があ

る。 
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８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始時  ベースライン調査 

事業終了 3 年後  事後評価 
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第１章第１章第１章第１章    調査の概要調査の概要調査の概要調査の概要 

 

１－１ 背景と目的 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」と記す）における繊維産業は、GDPの約1

割、総輸出額の約5割を占め、また製造業従事者のうち約4割を雇用するなど、GDP、輸出、雇用

のいずれにおいてもパキスタン最大の産業である。繊維省は5カ年政策である“Textiles Policy 

2014-19”のなかで、高付加価値繊維製品の輸出においてリーディングカントリーになるといった

ビジョンを掲げ、5年間で繊維製品の輸出額を倍増するという目標を打ち出し、官民関連機関が

連携して各種施策を実施しているところである。 

また、パキスタンには原綿の生産から最終品の衣服やホームテキスタイルまでの各分野に多く

の企業が存在する。各企業の規模は、紡績、染色、生地生産の一貫工程を備える企業から、縫製

に徹する企業までさまざまである。特に大きな企業グループでは、それぞれの工程を別会社で行

い、原綿から最終品の一貫工程をグループ内で行っているところもある。しかし、製綿布工程以

降の川下部門が十分に育っていないため、主たる輸出品は依然として低技術・低付加価値の綿糸

や綿布、タオル、ベッドウェア等であり、国際競争が激しく市場価格の変動による影響を大きく

受けている状況にあり、繊維製品のより一層の高付加価値化への取り組みが求められている。 

上記の背景を踏まえ、繊維省はわが国に対し、繊維産業技能向上・マーケット多様化プロジェ

クト（以下、「本事業」と記す）を技術協力プロジェクトとして2014年に要請し、わが国政府に

より採択された。本事業は（1）繊維関連研修機関の能力強化を通じ、高付加価値産業であるア

パレル産業における人材育成・技能向上を図ること、（2）繊維関連機関の産学ネットワーク強化

及びマーケティング能力強化を図ること、を目的とした要請内容となっている。特にアパレル産

業は労働集約性が高く、産業界からは更なる女性労働力の活用が望まれており、本事業を通じた

技能訓練の質の向上により、女性の雇用創出・就職率向上、生計向上にも寄与することも期待さ

れている。 

今回実施する詳細計画策定調査では、現地調査を通じて事業内容に関する情報収集や繊維産業

をとりまく現状を整理するとともに、事業実施の妥当性及び課題を確認し、協力内容と枠組みの

詳細をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関となる繊維省を中心に協議した。また、評価5

項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から協力内容を事前評価し、パキ

スタン政府とともに本事業の詳細活動計画について協議・確認して、その合意内容を協議議事録

（Minutes of Meeting：M/M）として取りまとめて署名した。 

 

１－２ 調査団の構成 

表１－１ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 

（1）総括/団長 上田 隆文 JICA国際協力専門員 

（2）協力企画1 畔上 智洋 JICAパキスタン事務所 所員 

（3）協力企画2 Dr. Haroon-ur-Rashid 
JICAパキスタン事務所 シニアプログ

ラムオフィサー 

（4）研修計画/産学連携 土井 晶 ㈱日本開発サービス 調査部主任研究員 
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（5）生産技術/品質管理 正田 康博 
㈱アジア共同設計コンサルタント 上級

コンサルタント 

（6）機材計画 水内 大策 
㈱アジア共同設計コンサルタント 上級

コンサルタント 

（7）ジェンダー/評価分析 池田 悦子 
オーピーシー㈱ 技術部・海外コンサル

タント専門部長 

＊㈱アジア共同設計コンサルタントより、藤田綾氏が業務調整（自社負担）として参団。 

 

１－３ 調査日程 

現地調査は2015年6月13日から7月2日までの期間で実施された。 

調査日程の概要は、以下のとおりである。 

 

表１－２ 調査日程 

 日 調査内容 宿 泊 参加団員* 

1 6/13（土） ≪コンサルタント≫移動（東京→イスラマバード） イスラマバード  

2 6/14（日） 資料準備 イスラマバード  

3 6/15（月） 

09:00 JICAパキスタン事務所打合せ 

11:00 繊維省訪問 

15:00 移動（イスラマバード→ラホール） 

ラホール 協・コ 

4 6/16（火） 
09:00 PKTI訪問、講師・研修生との意見交換 

14:00 PHMA及び会員企業訪問 
ラホール 協・コ 

5 6/17（水） 

09:00 PRGTTI訪問、講師・研修生との意見交換 

14:00 PRGMEA及び会員企業訪問 

17:00 移動（ラホール→ファイサラバード） 

ファイサラバー

ド 
協・コ 

6 6/18（木） 

10:00 FGCC/FETI訪問 

11:00 FGCC施設内企業訪問 

15:00 国立ファイサラバード繊維大学訪問 

ファイサラバー

ド 
協・コ 

7 6/19（金） 追加情報収集 ラホール コ 

8 6/20（土） 追加情報収集 ラホール コ 

9 6/21（日） 
資料整理 

≪総括≫移動（コペンハーゲン→ラホール） 
ラホール  

10 6/22（月） 団内打合せ ラホール 総・協・コ 

11 6/23（火） 

09:00 PKTI協議 

12:00 PRGTTI協議 

15:00 移動（ラホール→ファイサラバード） 

ファイサラバー

ド 
総・協・コ 

12 6/24（水） 
10:30 FGCC協議 

14:00 移動（ファイサラバード→イスラマバード） 
イスラマバード 総・協・コ 
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13 6/25（木） 

09:00 NAVTTC訪問 

10:00 繊維省協議 

14:00 ILO訪問 

イスラマバード 総・協・コ 

14 6/26（金） M/M案作成、追加情報収集 イスラマバード 総・協・コ 

15 6/27（土） 資料整理 イスラマバード  

16 6/28（日） 資料整理 イスラマバード  

17 6/29（月） 10:00 M/M協議（繊維省） イスラマバード 総・協・コ 

18 6/30（火） 
10:30 M/M署名（繊維省） 

15:00 GIZ訪問 
イスラマバード 総・協・コ 

19 7/1（水） 

10:00 在パキスタン日本大使館報告 

14:00 JICAパキスタン事務所報告 

移動（イスラマバード→ ） 

機中 総・協・コ 

20 7/2（木） 移動（ →バンコク→東京）   

*総：総括、協：協力企画、コ：コンサルタント 

 

１－４ 主要面談者 

表１－３ 主要面談者 

所属先 役 職 氏 名 

Ministry of Textile Industry

（MINTEX） 

Secretary Mr. Amir Marwat 

Joint Secretary & Director 

Research and Development 

Advisor Cell 

Mr. Kanwar M. Usman 

Senior Joint Secretary Mr. Arshad Farooq Faheem 

Deputy Secretary Mr. Iftikhar Hussain Naqvi 

Section Officer Mr. Jamshaid Haider 

Economic Affairs Division, 

Government of Pakistan 
Joint Secretary（Japan） Mr. Syed Mujtaba Hussain 

Pakistan Hosiery Manufacturers and 

Exporters Association（PHMA） 
Secretary Mr. Mohammad Ayub 

Pakistan Knitwear Training Institute

（PKTI） 

Chairman Mr. Adil Butt 

Honorary Principal & 

Secretary Management 

Committee 

Mr. Muhammad Ayub 

Vice Principal and Registrar Mr. Tayyab Mir 

Pakistan Readymade Garments 

Manufacturers and Exporters 

Association（PRGMEA） 

Chairman Mr. Ijaz A. Khokhar 

Vice Chairman Mr. Soheil Afzal Sheikh 

Pakistan Readymade Garments 

Technical Training Institute

（PRGTTI） 

Vice Chairman Mr. Soheil Afzal Sheikh 

Principal Dr. Kamran Yousef Sandhu 
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Faisalabad Garment City Company

（FGCC）, Female Exclusive 

Training Institute（FETI） 

Chairman Mr. Rehan Naseem Bharara 

National Textile University（NTU）, 

Faisalabad 

Dean Academics Dr. Mumtaz Hasan Malik 

Dean Faculty of Engineering 

and Technology 
Dr. Tanveer Hussain 

National Vocational & Technical 

Training Commission（NAVTTC） 
Director General Muhammad Yahya 

PHMA会員企業 

（Ayesha Fabrics工場） 

Marketing Director Mr. Adil Butt 

Managing Director Mr. Shafiq A. Butt 

Manager HR & 

Administration 
Mr. Ashraf Ali 

PRGMEA会員企業 

（BodyMedia） 
Managing Director Mr, Mian Irfan Bashir 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit（GIZ） 
Project Manager Mr. Gundolf Klaehn 

International Labour Organization

（ILO） 

Country Director Mr. Francesco d’Ovidio 

Senior Programme Officer Mr. Syed Saad Hussain Gilani 

在パキスタン日本国大使館 
参事官 鴨志田 尚昭 

一等書記官 天田 隼一 
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輸出額輸出額輸出額輸出額 (百万百万百万百万米ドル米ドル米ドル米ドル)
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農産品・食料品

繊維原料・繊維製品・

衣類

金属・鉱物

工業製品

出所：TDAP資料より調査団にて作成 

図２－１ パキスタン品目別輸出額推移 

第２章第２章第２章第２章    調査の結果調査の結果調査の結果調査の結果 

 

２－１ 繊維セクターの概況、繊維製品の貿易状況 

２－１－１ パキスタン繊維セクターの概況 

パキスタンは世界第 4 位の綿花生産国で、繊維産業は古くからパキスタンの経済を支え続け

た重要な産業である。パキスタンの繊維セクターはパキスタン GDP のうちの 8％を占め、図２

－１のとおり輸出額の 54％、全産業における全労働者雇用の 40％を形成する重要な産業であ

る

1
。繊維製品全体の輸出額は 2012～2013 年の 128 億 3,000 万米ドルから 2013～2014 年の 134

億 4,000 万米ドルと、増加を続けている（前年比 4.6％増）。 

パキスタンには、原綿の生産から最終製品のホームテキスタイルや衣料品等まで各分野に多

くの企業が存在し、特に大手グループ企業では紡績・染色・織、最終製品まで垂直一貫生産体

制をもつ企業も多い。しかし、製綿布工程以降のアパレル生産の川下部門が十分に育っていな

いために、主たる輸出品は依然として低付加価値の綿糸や綿布等の中間製品やタオル、ベッド

ウェア等ホームテキスタイルの定番品に依存する状況である。 

繊維省は、繊維産業の

強化に取り組むため、

“Textiles Policy 2009-14”

に引き続き、“ Textiles 

Policy 2014-19”の 5 カ年

政策を掲げている。5 年

間で繊維製品の輸出額

を年間 130 億米ドルか

ら 260 億米ドルに倍増

するという目標を打ち

出し、官民関連機関と連

携して各種施策の実施

を進めている。繊維省に

よる政策の詳細は、２－

２で後述する。 

 

２－１－２ パキスタン繊維製品の貿易状況 

図２－２は、パキスタンの繊維輸出品目の割合を表す。高付加価値で売値も高いアパレル・

衣類はいまだ半数の 51％しかなく、低付加価値で多くがオールシーズン用のベッドリネンやタ

オル、中間製品の製糸といった品目が残りを占める。 

パキスタンの繊維品目別輸出額の推移（図２－３）からは、繊維製品のなかでもこれまでパ

キスタンが優位であったタオルやベッドリネンといったホームテキスタイルの品目類は大き

な伸びはみられず、横ばいあるいはゆるやかな増加がみられる。一方、2014 年の EU との特恵

                                                        
1 出所：繊維省からの配付資料“Presentation to the Senate Standing Committee on Ministry of Textile Industry Pakistan”から抜粋、

調査団にて作成。 
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関税制度（Generalized System of Preferences 

Plus：GSP＋）の恩恵も相まってか、高付加

価値を意識したアパレル・衣類製品が急増

している。また、パキスタン繊維製品の国

別輸出先の割合（図２－４）をみると、欧

米を中心とした 13 カ国で 75％以上を占め、

マーケットの多様化が未熟なことがうかが

え、繊維省はこの限定的な売り市場につい

て危機感を抱いているようである。 

アパレル製品輸出量でみれば、2009 年に

バングラデシュが、トルコ、インドに追い

ついて以来、2015 年の今日まで首位を独走

している。近年、インド、トルコ、ベトナ

ムが接戦ななか、パキスタンはこれらの

国々の輸出量の 1/4～1/3 程度にとどまり大

きく差をつけられている（図２－１～５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：TDAP 資料より調査団にて作成 

 

図２－３ パキスタン繊維品目別輸出額の推移 
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図２－２ パキスタン繊維輸出品目割合 

（2013～2014年） 
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出所：繊維省からの配付資料“Presentation to the Senate Standing Committee on 

Ministry of Textile Industry Pakistan”データを抜粋、調査団にて作成。 

 

図２－４ パキスタン繊維製品の国別輸出先の割合（2013 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：繊維省からの配付資料“Presentation to the Senate Standing Committee on Ministry of Textile Industry 

Pakistan” データを抜粋、調査団にて作成。 

 

図２－５ アパレル製品の国際競争の推移（1980～2013 年） 
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２－１－３ 日本の全世界からの繊維製品輸入とパキスタンからの繊維製品輸入の動向 

パキスタンの繊維製品輸出を分析するため、日本を例にとってパキスタン繊維輸入動向を分

析する。次の日本の繊維製品輸入統計表（表２－１）は 1995～2014 年の動向をまとめたもの

である。 

 

表２－１ 日本の繊維製品輸入統計 2014 年、2010 年、2005 年、2000 年、1995 年 

（量：トン、額：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：日本繊維輸入組合「繊維輸入統計年報 2014 年、2010 年、2005 年、2000 年、1995 年データより調

査団作成 

注 1）金額は CIF 価格 

注 2）繊維原料は、繭、生糸、羊糸、綿花綿のくず、コットンリンター、亜麻、人造繊維など。 

注 3）近年、パキスタンからの化学繊維糸、化学繊維織物、メリヤス地（綿ニット地）の輸入はほとんど

なく割愛。 

注 4）2014 年以外の年及びパキスタンに関する品目以外のシェア（％）は割愛。 

 

日本の全世界からの繊維製品輸入状況とパキスタン繊維製品輸入状況を品目別に分析する

と、次のような結果が得られる。 

①繊維原料の綿花の輸入量は減少傾向にあったが、近年は増加傾向にある。減少の原因は、日

本の生産コストアップにより、アジア諸国に生産地を移したためと考えられる。 

②糸類の輸入量は減少傾向であったが、近年は増加傾向にある。パキスタン綿糸輸入量は減少

の一途、1995 年と比較し 1/10 に減少した。近年の増加傾向の原因は、長繊維綿糸や化学繊

維などの需要があるためといえる。 

実用衣料として需要の高い 8～20 番綿糸は、ジーンズ用糸・生地などになると思われる。太

い糸番手は“パキスタンブランド”として大きな強みをもつ。 

③織物類の全世界からの輸入量は減少傾向であったが、近年は増加傾向にある。同様にパキス

タン綿布の輸入量も増加傾向である。安価で付加価値の高い綿布の需要は、世界的にも今後

高まることがうかがえる。 

④表中の衣類、すなわちアパレル製品は 2005 年までは増加傾向にあったが、以後横ばいであ
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る。パキスタン衣類の日本市場での占有率は低く、輸入量・額とも増加傾向にあるものの、

バングラデシュからの輸入額（2014 年度 724 億 5,200 万円）のわずか 4.3％といえる。 

⑤糸・布・編地に、混紡（綿とポリエステルなど）、化学繊維の需要は多く、“Textiles Policy 2014-19”

にも同分野の促進が述べられている。 

 

２－１－４ パキスタン繊維セクターの高付加価値化への課題 

繊維省からの要請書及び本調査での関係者との協議のなかで、次の課題が浮き彫りとなった。 

（1）技能人材育成と生産性の向上 

アパレル製品の輸出増大には、労働力の増加も欠かせない。現在の生産量を維持するだ

けでも 10 万人の技能人材の養成が急務である。 

 

（2）マーケット多様化 

輸出先市場は、世界中 13 カ国で 75％以上を占め、市場多様化に欠けている。また、グ

ローバルマーケットにおけるパキスタンの繊維輸出の優位性は年々低下しており、これは

付加価値の低い綿糸や綿布等の中間製品の輸出に依存し続けたことの弊害が大きい。 

 

（3）製品の多様化 

アパレル製品（最終製品）は繊維産業のなかで占める売上金額が大きいことは繊維統計

からもうかがえる。紡織産業は装置産業で多くの雇用を必要としないが、アパレル産業は

労働集約産業であり、多くの雇用が必要になるのは述べるまでもない。アパレル産業の促

進が課題である。 

 

（4）アクセサリー産業の育成 

ホームテキスタイルが中心の産業ゆえに、アパレル製品に不可欠なボタンや裏地、芯地

など産業の育成は必要なかったのであろうが、繊維製品の更なる高付加価値化のためには、

これに付随するアクセサリーを輸入していることがこのたびの訪問でわかった。当然 FOB

価格は高くなる。“Textiles Policy2009-14”では言及されていたにもかかわらず、“Textiles 

Policy 2014-19”のなかには、同産業の重要性は述べられていない。 

 

（5）ロジスティクス 

製品の高付加価値化が図れても、資材調達、生産、物流、シッピングという総合的リー

ドタイムの短縮などのロジスティクスが充実しない限り産業の発展はあり得ない。これは、

ものづくり以上に繊維産業の高度化に不可欠であるが、パキスタン繊維産業はこの分野で

立ち遅れている。 

 

（6）オーガニックコットン 

繊維省研究開発・アドバイザリー部門によると、世界で求められているオーガニックコ

ットンについても、バロチスタン州の試験場にて試験栽培が始まったものの予算不足でな

かなか進捗がみられないとのことであった。 
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２－２ 繊維省（Ministry of Textile Industry：MINTEX）の組織・活動概要、関連政策 

２－２－１ 繊維省の組織 

（1）繊維省の組織体制 

図２－６に繊維省の組織図を示す。繊維省大臣（Federal Minister）の下に事務次官

（Secretary）が置かれ、下記、1）～5）の 5 部門に分かれている。 

1）総務部門（Administration Wing） 

総務、財務、総務の役割を果たす。局長（Joint Secretary：JS）、課長（Deputy Secretary：

DS）I の下に総務（Administration：A）と一般（General：G）の担当者（Section Officer：

SO）、課長（DS）II の下に財務・会計（Finance and Accounting：F&A）と調整審議会

（Council and Coordination：C&C）の担当者（SO）が配置されている。 

2）プロジェクト調整部門（Project Co-ordination：PC Wing） 

国家開発予算による繊維インフラ・開発プロジェクトの舵取り、プロジェクト成果や

効果の改善等を担当する。上級局長（Senior Joint Secretary：SJS）、課長（DS）、担当

者（SO）の 3 ポストで構成される。 

3）研究開発・アドバイザリー部門（Research, Development and Advisory：RDA Cell） 

政策立案と調査の役割を担う。研究開発局長（Director RDA）、現在空席の技術局長

（Director Technology）、研究開発係長（Manager RDA）、金融分析係長（Manager Financial 

Analysis：FA）、IT 係長（Manager IT）、担当者（SO）が置かれている。 

4）綿部門（Cotton Wing） 

綿管理、綿に係る技術開発政策を担当している。綿委員会（Cotton Commission）の下

に課長（DS）、担当者（SO）が続く。 

5）技能開発・研修部門（Skill Development and Training：SDT Wing） 

技能開発や研修プログラムの戦略的実行や国内の研修機関との連携の役目を担い、局

長（JS）、課長（Deputy Secretary）、担当者（SO）で成り立つ。 

 

本事業の C/P は、3）研究開発・アドバイザリー部門となる。研究開発・アドバイザリ

ー部門の主な役割は、「合弁会社や FTA、PTA ほか、組織連携を通して、パキスタンの繊

維産業が国際レベルで新たな市場機会の探求が網羅的に促進できるように繊維政策

（Textiles Policy）の立案を行う」こと、「主要市場の市場ダイナミクス調査や、WTO 枠組

み内、二国間、地域間、国際的な連携による今後のパキスタン繊維製品のマーケットシェ

ア拡大予想評価を行う」ことであり、すなわち産業界の「手助け、促進」を行うことであ

ると強調している。 
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出所：繊維省からの配付資料“Presentation to the Senate Standing Committee on Ministry of Textile Industry 

Pakistan”から抜粋、調査団にて繊維省ホームページ（http://www.textile.gov.pk/gop/）を参照しなが

ら一部修正。 

図２－６ 繊維省組織図 

 

（2）繊維省傘下の組織・プロジェクト 

繊維省傘下には、推薦フォーラム（Recommendatory Forum）として、連邦繊維委員会

（Federal Textile Committee）が設置されている。また、付属組織としてカラチをベースと

する繊維委員組織（Textile Commissioner’s Organization）が存在し、下記の組織が活動して

いる。 

・パキスタン中央綿委員会（Pakistan Central Cotton Committee：PCCC），Multan 

・国立ファイサラバード繊維大学（National Textile University：NTU），Faisalabad 

・繊維都市公社（Textile City Limited：PTCL），Karachi 

・アパレル都市プロジェクト（Garment City Projects at Lahore, Faisalabad and Karachi） 

・合成繊維開発応用センター（Synthetic Fibre Development and Application Centre：SFDAC） 

・プラスチック技術センター（Plastic Technology Centre：PTC） 

・繊維テスト研究所（Textile Testing Laboratory） 

・EDF（輸出開発基金）資金で設立された繊維研修機関（EDF-funded Textile training institutes） 

・韓国―パキスタンアパレル技術機関（Pakistan Korea Garment Technology Institute, Karachi） 

 

これらのうち、本事業に特に関連するのは、1）アパレル都市プロジェクト 2）EDF 資金の

繊維研修機関である。 

1）アパレル都市プロジェクト 

ラホール、ファイサラバード、カラチの 3 都市に、繊維専門の工業団地を設け、アパ

レル都市公社（Garment City Company）に運営させているものである。本事業では、そ
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のうちのファイサラバード市繊維公社（Faisalabad Garment City Company：FGCC）内に

女性研修生専門の研修機関である女性専用研修所（Female Exclusive Training Institute：

FETI）を建設しており、プロジェクト対象研修機関の 1 つとなっている。 

ファイサラバード市繊維工業団地（Faisalabad Garment City：FGC）の概略は次のよう

に説明される。 

FGCC が法人格を得たのは 1984 年、官民合同役員会によって運営されている。アパレ

ル製造業社に 36 万 7,213 平方フィートの敷地が貸地として配分可能である。Interloop 社

と Masood Textile Mills 社の大手 2 社の工場が操業しており、既に 6,000 名以上が雇用さ

れている。 

しかしながら、FGC 開発予算は 2009～2010 年をピークに減少し、近年は年度予算が

5,000 万 PKR（パキスタン・ルピー）も満たさず、2015～2016 年分についても 2015 年 7

月現在で申請中とのことで確実

な予算確保に懸念が残る（図２

－７参照）。 

 

2）EDF 資金で設立された繊維研

修機関 

EDF 資金によって設立された

繊維研修機関は、カラチ市に 7

カ所、ラホール市に 2 カ所が存

在する。本事業では、そのラホ

ール市の 2 カ所 PKTI と PRGTTI

が対象研修機関である。両対象

研修機関についての概況は２－

３で後述する。 

 

２－２－２ 繊維省の活動概要 

（1）繊維省の役割 

初回訪問時の繊維省との協議にて、研究開発・アドバイザリー部門より繊維省の紹介プ

レゼンテーション（参考資料参照）を受けた。繊維省の役割は、以下のとおりである。 

・繊維セクターの政策の策定 

・省庁、公的機関、地方政府とのリエゾンの役割。繊維セクターのファシリテーションと

促進 

・リエゾン、政策対話、貿易事象を除く交渉、国際機関や二国間ドナー、繊維セクター機

関との連携 

・生産とバリューチェーンにおける基準、コンプライアンスの設定 

・繊維セクターに係る統計や分析、国際的な需要や市場アクセスに関する報告 

・綿と繊維生産国との連携 

・品質向上や生産技術のための研修、能力強化及び調査 

・繊維輸入割当の管理 
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出所：繊維省からの配付資料 ”Presentation to the Senate 

Standing Committee on Ministry of Textile Industry 

Pakistan” データを用いて調査団にて作成。 

 

図２－７ FGC年度開発予算の変化 
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（2）繊維省の予算 

表２－２で繊維省の直近 2 年度分の予算割当を示す。2015～2016 年の開発予算は、計画

局と財政局に申請中とのことであった。２－２－３で述べる政策に沿い、その目標に見合

った予算確保が急務である。 

 

表２－２ 繊維省直近 2 年度分の予算割当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：繊維省からの配付資料“Presentation to the Senate Standing Committee on Ministry of Textile Industry Pakistan” 

データを抜粋、調査団にて作成。 

 

２－２－３ 繊維省の関連政策 

（1）繊維政策（Textiles Policy） 

繊維省は 5 カ年計画を定めており、現在、“Textiles Policy 2014-19”を施行している。こ

の目的・目標・戦略について、同政策 4 章以降では、表２－３のように記載されている。 

 

（2）政策課題と分析 

繊維省との協議の結果、「付加価値のある繊維製品の輸出分野で先進国になる」という

ビジョンの実現には、政策及び戦略に次の 5 要素が追加されるべきだと考えられる。 

1）納期を遵守した生産労働争議のない安定した社会制度 

2）バイヤーに魅力のあるバリューチェーン戦略 

3）コストダウン戦略 

①女性オペレーター促進によるコストメリット 

②労務費（バングラデシュ・ダッカ 74 米ドル、ミャンマー・ヤンゴン 53 米ドル、カン

ボジア・プノンペン 74 米ドル、パキスタン・カラチ 173 米ドル

2
）に対抗するために

                                                        
2
 『AREA Report 333：アジア各国の賃金比較（2013 年 1 月）』三菱東京 UFJ 銀行国際業務部、発行 2013 年 5 月 10 日 

2014-15 2015-16

Rs. （百万） Rs. （百万）

1 従業員経費 216 235

2 営業経費 91 113

3 従業員退職給付金 12 6

4 補助金・助成金 1 8

5 譲渡 1 2

6 実物資産 8 5

7
修繕維持費

18 6

合計合計合計合計
349 376

1 韓国―パキスタンアパレル技術機関 202 130

2 国立繊維大学調査機関強化（ファイサラバード） 60 -

3 "One Thousand Industrial Stitching Unit" プロジェクト - 35

4 ファイサラバード　アパレル都市公社 14 -

5 研究開発・アドバイザリー部門強化 28 -

6
インフォーマルセクターにおける技術支援

25 -

合計合計合計合計 329 165

678 541

非開発資金非開発資金非開発資金非開発資金

開発資金開発資金開発資金開発資金

予算合計予算合計予算合計予算合計

番号番号番号番号 項目項目項目項目
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は、アパレル生産技術・品質管理の高度化や自動機・専用機の積極的な導入が推奨さ

れよう。 

③米国等の主要市場との EPA/FTA 活用による最恵国待遇による無関税化の実現 

4）製品化を主体とするマーケット調査・開発 

5）1）～4）をコントロールできる人材の育成 

 

（3）本調査の政策・予算上の位置づけ 

“Textiles Policy 2014-19”の第 8 章「予算支援」の「8.6 職業訓練」に該当する： 

8.6.1：5 年以上の期間にわたって付加価値分野の衣服や既製服の生産に必要な能力向

上のため人材育成をする新しい職業訓練プログラムが開発予算により実施さ

れる。 

8.6.2：プロジェクトは 2 つのフェーズで完了させ、職業訓練機関や工場スペースは研

修目的のために利用される。 

 

表２－３ “Textiles Policy 2014-19” 第 4 章～7 章（和訳） 

４．ビジョン 

・付加価値のある繊維製品の輸出分野で先進国になる。 

 

５．ミッション 

・政府の行動やプログラムに一貫性、予測可能性、透明性を保証する繊維政策（Textiles 

Policy）の開発と実行、高品質の繊維製品の信頼できる情報源としてパキスタンの繊

維産業の高度化を構築する。 

 

６．政策の目的・目標 

・産業規模を今後 5 年間で、10 億米ドルから 20 億米ドルへ倍増する。 

・今後 5 年間で繊維製品の輸出を年間 130 億米ドルから 260 億米ドルと倍増する。 

・機器設備の充実と技術向上にため 50 億米ドルの追加投資を行う。 

・綿以外の繊維、化学繊維の生産を増強し、現行 14％から 30％に促進する。 

・製品ミックス、特にアパレル製品比率を 28％から 45％に促進する。 

・既存の繊維企業を強化し、新しい、売れる製品化計画を促進する。 

・付加価値製品の成長を促進するために、中小企業は支援やインセンティブスキームを

通じて注目の対象となる。 

・スキームや取り組みは、ICT（情報通信技術）の利用を増加させるために起動される。 

・テキスタイル部門は、特に労働・環境に関する基準・規則につき国際基準に従う。 

・テキスタイル部門ユニットは、歩留まり効率を向上させ、廃棄物を削減するため、近

代的な経営慣行を推奨する。 

・クラスターが体系的に開発され、既存のクラスターが強化される。 

・職業能力の向上のため、キャパシティ・ビルディング、インターンシッププログラム

などの訓練を導入する。 

・300 万人の新たな雇用の創出を促進する。 
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・専門家や監督レベルの専門的な技能訓練を推進する。 

・ビジネスの簡便化を向上させ、事業を行うための、ビジネス経費を削減する対策を採

用する。 

 

７．戦略的枠組み 

7.1 “Textiles Policy 2014-19”は、繊維部門が競争力をもって、持続的に成長するために、

実行可能な計画に基づいている。政府は、“Textiles Policy 2014-19”の利益が国全体

に広がり、クラスターの開発などのさまざまな施策を通じ、中小企業に良い影響を

もたらすことを実現するようにする。 

7.2 現在の政策の主なテーマは、繊維のバリューチェーン全体の競争力向上を目的とし、

比較優位を与える特別な要因への依存を高めることや、ICT といった新しい技術の

活用を増やすことである。 

出所：“Textiles Policy 2014-19”Ministry of Textile Industry より、調査団作成 

 

２－３ 対象研修機関の現状と課題 

今回の詳細設計調査で想定している本事業において、技術支援対象として想定されている各職

業訓練機関の概要と課題は以下のとおりである。 

２－３－１ パキスタン・ニットウェア研修所（Pakistan Knitwear Training Institute：PKTI） 

PKTI は、パキスタン・メリヤス製造・輸出組合（Pakistan Hosiery Manufacturers & Exporters 

Association：PHMA）と繊維省の官民連携（Public Private Partnership：PPP）により運営されてい

る。設立時に中央政府が土地・建物・設備等のハード面を提供した後は、その後の運営は PKTI

の予算・人員により実施されている（2010 年には PHMA が機材を追加）。修了生には修了証が発

行される。 

 

表２－４ PKTI の概要 

項 目 概要情報 

設立 1994 年 

立地 ラホール市：150- Ali Block, New Garden Town, Lahore 

ホームページ URL www.pktilahore.edu.pk 

年次予算（PKR） 不明 

人員数・構成 
25 名（内訳：管理 5 名、教員 20 名）、女性教員 3 名（design、pattern 

drawing、cutting 科目を担当） 

訓練生数 
10コースで 250名登録、一部退学者等が発生して実数は 213名（2015

年）。 

これまでの訓練実績 実数不明、「おそらく 20,000 名程度」（副校長談） 

入学要件 

マシンオペレーター科目は就学年数 8 年（実態的には学歴不問）、

マネジメント系科目は就学年数 14 年＋英語等、科目により幅があ

る。入学選考ではインタビューも実施。 

訓練生募集状況 応募者は 400 名強。合格・登録は 250 名。（2015 年） 
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募集広報手段 

新聞、ラジオ、公の集まり、口コミ等。パンフレットやチラシを公

共の場で配布し掲示板に貼付、携帯電話でメッセージを送付する等

の活動も実施。 

学校間連携活動 
UMT（University of Management and Technology）の生徒（Manegement 

Technology 学科）を受け入れ、40 日研修を行っている。 

関係の深い産業団体 

最も関係が深い団体は、同校を運営する PHMA。このほか、PRGMEA

（後述）、Pakistan Knitwear & Sweater Exporters Association、ホーム

テキスタイル系の団体等とも関係がある。 

産学連携活動 

以下のとおり、同校の運営を担う PHMA が積極的に関与。 

・OJT、インターン等の企業による受入れ 

・PHMA の人材紹介部署が企業に卒業生を紹介 

・カリキュラムに対する PHMA からの提言 

・現役企業社員のレギュラー講師招へい 

就職状況 

PHMA 傘下企業、及びそれ以外の企業に就職多数（バランスとして

は傘下外の企業が多い）。 

女性の場合、就職率は 90％、パンジャブ州の近隣の繊維工場に雇

用される。多くの工場が女性労働者を求めているため、直接、PKTI

が企業に紹介する場合が多い。ただし、家族の問題や社会的・文化

的慣習から、中途退職するものも多い。 

ドナー支援実績 

2010 年に UNDP 支援コース（QC・MD・knitting machine operator）

を実施したことがあるのみ。同校公式ホームページに掲載の ILO

支援は繊維省を対象としたもので、直接の支援ではないとのこと。 

出所：PKTI 資料とインタビューより、JICA 調査団にて作成 

 

表２－５ PKTI 主要科目の構成 

コース名 期間（月） 
入学要件

（学歴） 

生徒数

（名） 

うち、男性

（名） 

うち、女性

（名） 

1．Stitching Machine Operators 3 なし 25 25 0 

2．Knitting Machine Operators 3 なし 25 25 0 

3．Fabric Cutting Expert 3 5 19 0 19 

4．Stitching Machine Mechanics 6 5 20 20 0 

5．Apparel Supervisors 6 10 15 15 0 

6．Quality Control in Garments 6 10 11 10 1 

7．Fashion Designing 6 12 25 0 25 

8．Production Planning & Control 6 12 10 10 0 

9．Import Export Documentation 6 12 25 20 5 

10．Merchandising & Costing 6 12 25 23 2 

注：本調査訪問時（2015 年 6 月）開講中コースの実数。すべて PSDF（２－４－１で後述）を財源としてい

る。パキスタンの教育システムは「5 年（primary）＋3 年（middle）＋2 年（matric）＋2 年（intermediate）

＋大学」となっている。 

出所：PKTI 資料とインタビューより、JICA 調査団にて作成 
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本調査での訪問時に開講されていた常設科目は上記のとおりであるが、運営資金を提供するド

ナーのプロジェクトによって同じ科目でも期間が異なる場合もあり、学校側の講座・生徒管理は

ファンド提供コースごとに行われている模様である。表２－５の講座に加え、ドナー〔UNDP（国

連開発計画）や ILO（国際労働機関）〕のファンドによる短期コース（数日間の場合、2～3 カ月

の場合等、開講期間は一様ではない）が過去に実施されており、これまで Knitting 及び Stitching、

品質管理（Quality Control：QC）等の開講実績が確認された。各コースとも教員は皆、企業での

実務経験を経ており、企業勤務 20 年以上の教員も多く含まれるほか、現役企業社員を講師に招

へいすることも珍しくないという。一方、同校では各コースの実習を組み合わせて、生徒用の T

シャツ（制服）を糸から編む段階から制作しているが、完成して生徒が着ているシャツを見る限

りでは糸のほつれなどが目につき、全体的な実習クオリティの低いことが予想される。 

表２－６は、現地調査で見受けられた常設科目の授業に関する課題・問題点（注：機材環境の

古さに関するものは除く）である。 

 

表２－６ PKTI 主要科目の課題 

コース名 見受けられた課題 

Fashion Designing 

・デザイン画を描き、ドレーピング 、ドラフティング、縫製まで行ってい

るが、ドレーピング用ボディ（マネキン）が 1 台しかない。最低 5 名に 1

台換算で 5～6 台のドレーピング用人台で行うべき（注：日本では通常 1

名 1 台で授業を実施）。出来上がりの製品を見る限り、パターンメーキン

グのレベルは低い。 

・CG 化への対応も必要か。Adobe 社 Illustrator などで対応可。服飾業界専

用の CG ソフトは必要ない。 

Stitching Machine 

Operators Training 

・講師の技術レベル、実習の効率の低さが目につく（生産現場の実情に合

った縫製技術が身につかない）。 

・ニットだけでなく、布帛も基礎知識として一部取り入れるべき。 

Fabric Cutting 
・延反実習を行っていたが、使用している延反台が短い。同校の実習に加

え、工場での延反設備を活用した実習（産学連携）が求められる。 

Quality Control in 

Garments 

・工場経験者講師が実施。品質管理の一要素として、素材、糸の知識を学

んでいた。講師のノートを確認したところ、改善手法としての QC 手法

に関する記述はなく、体系化が必要と思われる。 

Knitting Machine 

Operators Training 

・女性オペレーターを望む業界の声を受け、女性生徒比率を現状より上げ

る予定。視察時の生徒は全員男性だったが、同校を 2 度視察したかぎり、

制服（作業着、T シャツ）が統一されているのは男子生徒のみで、女子

生徒は私服である。オペレーター系実習授業では、女性も作業着が必須

である。 

 

以上に加えて見受けられたコース運営上の問題点としては、本来は 6 カ月での教育を推奨して

いるものの、人材需要の旺盛な産業界の要請から、基礎のみの 3 カ月コース（主にマシンオペレ

ーター系科目）を実施しているという点である。結果、目前の労働者需要に対して「数・量」の
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点では対応していても、熟練労働者の不足という「質」の点での産業側の問題については対応が

できていない現状がある。 

また、PKTI の現状の機材環境に関する状況は、以下のとおりである。ニット関係の訓練機関

ながら、ニット用訓練に適さないミシンが多く含まれているが、これは PHMA 傘下企業から中古

ミシンの提供を受けた結果、ニット縫製に使用しない機器が多く追加された結果ではないかと推

測される。また、パキスタンの大手生産現場で一般的に使用されるキャドキャム（Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacturing：CAD/CAM）に関する設備がないうえ、全体的に機材環境

は大変古く、修理部品やアタッチメントが入手不可能なものが大半と考えられるため、すべての

機材につき生産現場の現状に見合った新しい機器の新規導入が望ましい。 

 

表２－７ PKTI の実習機材環境 

 機 材 数 メーカー国 経年状況・程度等 

1 本縫いミシン 15 日本 

およそ 20～30 年。ミシン本体が著しく老朽化して

いる。古すぎてメーカーが現在、扱っていない部

品も見られる。 

2 
2 本針オーバーロッ

クミシン 
4 日本 およそ 20 年。消耗しきっている。 

3 安全縫いミシン 5 日本 

ニットドレスシャツ以外にはニット縫製には使用

しない機器で、寄贈されたと思われる。およそ 20

年。消耗しきっている。 

4 
偏平縫いミシン（平

ベット） 
6 日本 

およそ 10～15 年。要整備。整備すれば使用可だが、

更新が望ましい。 

5 
2 本針 2 重環縫い送

り出腕型ミシン 
2 日本 

ジーンズ、作業着、ドレスシャツに使用され、ニ

ット素材には使用しない機器。およそ 25～30 年。

消耗しきっている。 

6 閂止めミシン 2 日本 およそ 15 年。消耗しきっている。 

7 
丸編み機（16、20、

24 ゲージ） 
4 韓国 

およそ 15 年。使用可。16G リブニット、20G ポロ、

フリース各 1 台、24G インターロック、ジャガー

ド各 1 台 

8 ドットボタン打ち機 1 中国 およそ 15～20 年。程度・使用状況不明。 

9 縦刃裁断機 1 日本 およそ 15～20 年。程度・使用状況不明。 

出所：PKTI 資料と視察確認より、JICA 調査団にて作成 

 

２－３－２ パキスタン既製服技術研修所（Pakistan Readymade Garments Technical Training 

Institute：PRGTTI） 

PKTI 同様、ラホール市内に位置する PRGTTI は、パキスタン既製服製造・輸出組合（Pakistan 

Readymade Garments Manufacturers & Exporters Association：PRGMEA）と繊維省の PPP により

運営されている。設立時に政府が土地・建物・設備等のハード面を提供した後、その後の運営

は PRGTTI の予算・人員により実施されている点も、PKTI と同様である。PRGTTI の場合、修

了証が発行される職業訓練コース（4 カ月）のほか、学位（diploma）を発行するアパレル起業

コース（6 カ月）を実施している点、ILO や UNDP、GIZ、British Council 等のドナー支援コー

スの実績が多い点が、他の対象機関 2 校と比べて特徴的である。 
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表２－８ PRGTTI の概要 

項 目 概要情報 

設立 2001 

立地 ラホール市：71 L. Gulberg-III, Near Kalma Chowk, Askari-5 

ホ ー ム ペ ー ジ

URL 

http://www.prgmea.org/prgtti/ 

www.facebook.com/ptgtti.lahore 

年次予算 253 万 PKR（政府予算はなし） 

人員数・構成 50 名強（うち、faculty 13 名。） 

訓練生数 現在、全体で 350 名強。 

訓練実績 1 万 5,000 名 

入学要件 

科目による。マシンオペレーター科目は事実上、学歴不問、入学選考

ではインタビューも実施。 

応募者の年齢制限は 18～40 歳、家計の所得帯は低～低中所得者が多い

が、中上所得者もいる。 

訓練生募集状況 
直近では 700 名の応募中 200～250 名（うち 30％は女性で機会は均等）

が入学。 

募集広報手段 

口コミが最も強い。その他、新聞や FM ラジオ、パンフレットやチラ

シを女子大等の公共の場で配布し掲示板に貼付、NGO のチャネルを使

うなど。地方出張も行う。 

学校間連携活動 

PKTI については、一緒にワークショップを開催はしたことがあるがコ

ース互換等の取り組みはない。別の業界団体であるという認識が強い。 

University of Management and Technology の textile engineering コース（3

年制）の実習（2～3 カ月）を受け入れる MOU を結んでいる。 

関係の深い産業

団体 
PRGMEA 

産学連携活動 

以下のとおり、同校の運営を担う PRGMEA が積極的に関与。 

・OJT、インターン（各コース修了後に 1 カ月 OJT インターンを実施）

等の企業による受け入れ 

・カリキュラムに対する PRGMEA からの提案 

・卒業生就業状況の調査を定期的に実施 

就職状況 90％以上。 

ドナー支援実績 

DfID〔パンジャブ技能開発基金（PUNJAB Skills Development Fund：

PSDF）提供職業訓練コースの原資提供〕、ILO（技能標準・ジェンダー

/職業訓練）、UNDP（Gender Promotion）、GIZ（技能標準カリキュラム）

等が近年は実施された。 

出所：PKTI 資料とインタビューより、JICA 調査団にて作成 
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表２－９ PRGTTI 主要科目の構成 

コース名 期間 入学要件 人数（名） 男性（名） 女性（名） 

1．Merchandising 6 月 大卒  40  32  8 

2．Production Planning 6 月 大卒  40  33  7 

3．Industrial Engineering 6 月 大卒  40  28 12 

4．Quality Control 6 月 12  40  27 13 

5．CAD/CAM 6 月 12  40  31  9 

6．Pattern Drafting and Grading 6 月 10  40  17 23 

7．Apparel Supervisor 6 月 10  40  28 12 

8．Sewing Operation 3 月 5 200 120 80 

9．Dress Making 6 月 5  40   0 40 

注：2014 年の集計。厳密には各コースの開講期間はファンドによって異なっている場合がある。 

出所：PRGTTI 資料とインタビューより、JICA 調査団にて作成 

 

表２－９に並ぶコース名は、PKTI 開講コース（表２－５）と比べると大幅な違いはないが、

PKTI が就学 12 年（日本の高卒に相当）以上としている管理職向けのコース（1.～3.）で、大

卒以上を学歴要件としている点が異なる。表２－10 は、本調査の視察時、各主要コースの課題

として見受けられた事項（注：機材環境に関するものを除く）をまとめたものである。 

 

表２－10 PRGTTI 主要科目の課題 

コース名 見受けられた課題・留意点 

Merchandising 

英語による業界経験者が講師。大卒の約 10 名（男女）が受講。現地企

業でいう“Merchandising”と日本の MD では業務が異なるため、技術移転

の際には最初に業務分析が必要。 

Quality 

Control 

一般にアジア諸国では QC という単語で検品のみを指す場合が多く、本

コースの現行カリキュラムは詳細分析が必要。視察時、本コースの教室

で検寸実習を約 10 名が実習を行っていたが、作業要領はもたつきは多

く機敏な動作ではない（ただし、QC 以外の授業だった可能性もあり）。 

Sewing 

Operation 

教室に本縫いミシン 23 台が設置。ミシンオイルは上限基線の上まで入

れてある。整備されておらず、事実上機器管理者は不在と思われ、コン

ディションはあまり良くないほか、教室に入らない機器が倉庫に約 20

台あった。学生の本縫いミシンの扱い（糸引出時の天秤位置）が間違っ

ている。下糸巻時押さえ金は降ろされている。ペダル操作は片足。ミシ

ンンテーブルにザックをおいて実習しており、整理整頓ができていな

い。教員の教育レベルが低い。 

CAD/CAM 

Gerber Technology 社（米・アパレル CAD 分野でシェア世界トップレベ

ル）のソフトを使用し、ブラウン管（CRT）モニターと PC のセットが

8 台。パターンメーキングとグレーディング、マーキングにつき約 15

名が実習中だった。ジーンズ 5 型のマーキングは完璧に近い。教員は業

界経験者と思われ、スキルは高い。 

 

PKTI 同様、PRGTTI でも TOT の必要性がマネジメント層から表明されたが、専門技術に加
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えて効果的な教授法に関する技術移転ニーズも要請された。 

また、現状の PRGTTI の実習機材環境は、表２－11 のとおりである。 

 

表２－11 PRGTTI の実習機材環境 

 機 材 数 メーカー国 経年状況・程度等 

1 本縫いミシン 40 
日 本 ・ 台

湾・中国 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。実習室には 20 台ほど（他は倉庫と思

われる）、うち 12 台は厚物（ジーンズ）仕様。 

2 
オーバーロック

ミシン 
6 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。実習室には 2 台のみ。 

3 
偏平縫いミシン

（平ベット） 
6 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。実習室には 2 台のみ。 

4 

偏平縫いミシン

（シリンダーベ

ット） 

6 日本 
およそ 15 年ほど。程度・使用状況不明。実習

室には 2 台のみ。 

5 
2 本針 2 重環ベル

ト付けミシン 
6 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。実習室には 1 台のみ。 

6 
2 本針 2 重環送出

腕型ミシン 
2 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。 

7 閂止めミシン 3 日本 
およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。実習室には 1 台のみ。 

8 
単糸環ボタン付

けミシン 
4 日本 

およそ 15 年ほど。程度・使用状況不明。実習

室には 1 台のみ。 

9 
本縫い自動糸切

りミシン 
1 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。 

10 
眠穴かがりミシ

ン 
3 日本 

およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。 

11 
鳩目穴かがりミ

シン 
1 米国 20 年ほど。使用不能。 

12 縦刃裁断機 1 米国 
およそ 10～15 年ほど。現役使用中だが、更新

が望ましい。 

13 PC 8 韓国ほか 
およそ 15 年ほど。現役使用中だが、更新が望

ましい。（Windows XP） 

14 CAD ソフト 8 米国 ～10 年か。現役使用中だが、更新が望ましい。 

15 デジタイザー 1 米国 ～10 年か。現役使用中だが、更新が望ましい。 

16 プロッター 1 米国 ～10 年か。現役使用中だが、更新が望ましい。 

17 
コンピュータ刺

繍機 
2 日本 

およそ 10 年ほど。アタッチメントなし？使用

状況不明。 

18 刺繍図案ソフト 8 
不 明 （ 日

本？） 

刺繍機器はタジマ製なので、ソフトも同社製

と思わる。およそ 10 年ほど。使用状況不明。 

19 ボイラー 1 日本 
およそ 15～20 年ほど。程度・使用状況不明。

（使用不可？） 

20 
スチームアイロ

ン 
8 不明 

不明（機材リストにはあるが、目視確認でき

ず） 

注：教室で使用しておらず倉庫内にあるものも表に含む。程度については、教室使用されているもので判断。 

出所：PRGTTI 資料と視察確認より、JICA 調査団にて作成 
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PRGTTI の場合も多くの機材は古いものの、メンテナンスが定期的に行われているためか、

PKTI と比較すると状態は若干良く、現役使用に耐えている。しかし、デニム系厚物を対象と

した機器の割合が大きく機器選定のバランスが悪いこと、相当古い機材であることは否めず、

本体修理部品やアタッチメントの補充の問題があるため、全体的更新が望ましい。 

 

２－３－３ 女性専用研修所（Female Exclusive Training Institute：FETI） 

FETI は繊維省が整備したファイサラバード市繊維工業団地（FGC）内に、同団地を運営する

ファイサラバード市繊維公社（FGCC）が立ち上げる予定の女性研修生専用の縫製技術訓練機

関である。FGCC オフィスビルの 2 階と 3 階に座学用教室と実習室を整備予定であり、本調査

の視察時には、2 階に 70 台ほどの縫製用ミシンを設置するための電気配線工事が始められてい

た。この状況から察すると、ミシンの実習教室の規模は PKTI や PRGTTI に比べてもかなり大

きくなる計画である（ただし、FGCC チェアマンによれば、機材選定は日本側の提案に合わせ

て融通を利かせるとのこと）。この点は、現地アパレル業界（特に FGC 入居企業）で女性雇用

が見込める職種の 1 つがミシンのオペレーターであることとも整合するが、表２－12 にある開

講予定科目 4 コースがすべてマシンオペレーター系コースであり、中長期的な女性雇用職種の

拡大のためには、大企業・中小企業問わず、総じて弱いとされるミドルマネジメント系職種等

の充実も求められる。 

 

表２－12 FETI の概要 

項 目 概要情報 

設立 2015（建物の整備完了） 

立地 フ ァ イ サ ラ バ ー ド 市 ： 1-1/2 Khurrianwala, Sahianwala Road, 

Khurrianwala 

ホームページ URL http://fgcc.org.pk/facilitiess/（FGCC） 

訓練生数と科目 本調査ヒアリング段階の計画では、以下の科目につき各コース 30

名、合計 4 コース（次表）を予定。 

＜開講予定科目＞ 

（1）Stitching operator、（2）Machine maintenance operator、（3）Pattern 

making and cutting、（4）Circular knitting operator 

 

FGC 及び FETI はファイサラバード市街地から十数キロ離れた郊外にあり、周辺の農村に住

む貧困世帯の女性が主な訓練生候補として想定される（都市部からも生徒は集まるはずだとの

見込みを繊維省及び FGCC 関係者はもっているが、公共交通機関が整備されていない地域であ

ること、現地では女性の活動圏が通勤・通学距離により制約される傾向が見受けられることか

ら、農村地域に立地する同校に都市部から女性たちが通うインセンティブは未知数である）。 

一般的に、現地農村では女性も貴重な農業労働力であるため、農作業に合わせて訓練期間や

開講時間をアレンジする工夫が必要となる可能性、郊外に行くほどパルダ（女性隔離）の慣習

が強く屋外広報（張り紙やチラシ配布、集会でのアナウンス等）の効果が限定的であること、

パルダの慣習を比較的気にしない先進的な女性たちは都市部を好む傾向にあることなどを踏

まえると、訓練生募集に関しては困難が発生することが予想される。また、仮に都市部からの

生徒募集に成功したとしても、女性（特に貧困農民層）の雇用拡大という開発ニーズの観点か
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らは、いずれにせよ周辺農村からの通学者と工場雇用者の拡大を試みる必要がある。 

このため、技術プロジェクト初期の段階で、FETI 周辺及び想定される就業先における社会ジ

ェンダー調査を行い、FETI を拠点とした女性の職業訓練と雇用の機会拡大に関する具体的戦略

を立て、また並行して NGO や他ドナー等とも連携した女性向けの情報発信チャネルを複数開

拓することが、効果的な生徒募集と学校運営のために必要となる

3
。 

また、現在 FGC に立地している工場は現地系企業 2 社のみであり、どちらも国際的スポー

ツウェアブランド等からオーダーを受けている大手企業であるため、自社内で従業員の職業訓

練は賄えているのが実情である。1 社は生産工程の自動化、民間コンサルタント（日本人、元

大手自動車メーカー勤務）による生産管理体制の整備も進んでおり、人事マネジャーによれば、

積極的に FETI 修了生を雇用するかどうかは正直なところ研修内容による、との回答だった。

一方、もう 1 社は女性従業員を増員する予定のため、修了生（主にマシンオペレーター）を積

極的に雇用したい旨を調査団訪問時に表明している。いずれにせよ、本来、最も修了生の雇用

吸収先として有力視される FGC 内企業の絶対数が少ない点、両社とも自社内に訓練体制を備

えた大手企業である点から、訓練科目の研修計画時には、訓練生雇用先として FGC の外部地

域に何社くらい、またどのような業態の企業が候補先として想定できるかに関する調査を実施

する必要がある。 

最後に、機材設置計画の現状については、本調査時点では既に FGC 側が考える一般的な繊

維産業用の訓練機材についてリストが作成されているが、本事業開始後、上記調査を受けたカ

リキュラム実施計画を踏まえて機材の品目は引き続き検討されることが M/M 協議において合

意されている（詳細は３－４節）。 

 

２－４ プロジェクト対象機関をめぐる行政システム 

本節では、PKTI、PRGTTI、FETI でプロジェクトを実施するにあたり、活動に関係のある現地

行政システムについて概観する。 

 

２－４－１ パンジャブ技能開発基金（Punjab Skills Development Fund：PSDF）
4
 

PSDF はパンジャブ州と DfID が、5,000 万英ポンドの資金で 13 万 5,000 人に職業訓練を行う

ことを目的として 2010 年に設立した非営利ファンドである。現在、州内 36 県（district）のう

ち 14 県を対象として官民訓練機関からプロポーザルを受け付け、審査・選抜を経た訓練コー

スに資金援助をしている。対象分野は農業・畜産、商業、建設、電気、メディア、IT 等、多岐

にわたっており、縫製分野も 1 つに入っている。PKTI と PRGTTI の現行常設コースで生徒の

授業料が無料となっているのは、これらのコースが PSDF の資金援助を受けており、その条件

の 1 つに生徒の授業料を無料とすることが入っているためである（FETI においても PSDF にコ

ース支援を申請予定とのこと）。PSDF 支援が途絶えた際は運営を行う産業団体側の運営予算に

加え、他のドナー支援、生徒受講料により運営を行うことになり、特に中長期的な貧困層の生

徒比率については PSDF の持続性により影響を受けると考えられる（PSDF の今後の持続性に

ついては、パキスタン側関係者も不明とのことだったが、継続的な情報収集が必要である）。

                                                        
3
 PKTI 及び PRGTTI でも、産業界の要請を受けて女性生徒数を更に拡大する意向をもっているため、これら両校においても

同様の社会ジェンダー調査は必要となる。 
4
 http://psdf.org.pk/ 
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一方、企業関係者を対象としたセミナーや短期コースは PSDF の支援を受けていない模様であ

り、PKTI の場合、調査訪問時は短期コースを開講していなかった。 

 

２－４－２ カリキュラムに関連する行政管掌 

パキスタン政府は連邦レベルでの技術教育・職業訓練（Technical and Vocational Education and 

Training：TVET）システム改革をうたった“The National Skill Strategy（2009-2013）”において、国家

職業・技術訓練委員会（National Vocational & Technical Training Commission：NAVTTC）を設立した

5
。

現在、NAVTTC の理事会は労働省、財務省、工業省等の連邦行政府のほか、州政府、商工会等の関

係者により構成されている。NAVTTC はドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit：GIZ）や国連工業開発機関（United Nations Industrial Development Organization：UNIDO）

等のドナー支援を受けながら、全国的な職能標準（職種ごとに必要なスキル・知識をモジュールの

体系として定義づけリスト化したもの：Competency Standard）の体系構築を進めており、繊維産業に

ついても取り組みを既に開始している。カリキュラム作成のほか、教員訓練や教材作成も NAVTTC

の活動範囲に含まれており、PRGTTI でも教員訓練やパイロットコースの実施が過去に行われている。

繊維産業を含む全体の現状では、新設の「職能に基づく訓練」（Competency-based Training：CBT）用

のカリキュラムと旧来のカリキュラムとが混在している状況で、今後も継続して本プロジェクトの

扱う科目についてもカリキュラムの整備は進む見込みである。 

現状、NAVTTC の整備するカリキュラムには法的強制力がなく、また繊維省も個別の職業訓

練機関のカリキュラムは管掌しないとの見解だが、上記の GIZ や UNIDO のほか、EU やオラ

ンダ政府、世銀等も NAVTTC の活動を支援しているため、ドナー間協調とプロジェクトの波及

効果の観点からも、NAVTTC の過去に整備した CBT カリキュラムを参照し、本事業で整備し

たカリキュラムを NAVTTC に共有するなどの連携をとることが好ましい

6
。 

このほか、現地工場に外資系バイヤーから求められる労働・環境等に関するコンプライアン

ス管理体制の整備について、国際労働機関（International Labour Organization：ILO）の支援を

受けながら企業グループのほか行政側も対応を開始している。こういった状況に関しても情報

収集を継続しながら、適宜、臨時セミナーに外部講師を招へいするなど、本事業において対応

することが好ましい。 

 

２－５ 繊維企業の現状と課題 

本節では、PKTI を運営する PHMA、及び PRGTTI を運営する PRGMEA について概観する。 

また、PHMA 会員企業 1 社、PRGMEA 会員企業 1 社、FGCC 入居企業 2 社（ニットウェア生産

企業・靴下製造企業）を視察して見受けられた現地企業の課題にもふれる（なお、FGCC 入居企

業では、質疑応答時間が十分とれなかったため、視察での目視による結果を述べる）。これら 4

社の例を基に、生産技術や工場管理、品質管理の視点から、パキスタンアパレル産業界が抱える

現状と課題を分析する。企業での女性労働者の状況やニーズについては「２－７ 研修機関と企

業におけるジェンダー課題」で後述する。 

                                                        
5
 従来の NAVTEC（National Vocational & Technical Education Commission）が 2011 年に改組された。 

6
 NAVTTC が連邦レベルでカリキュラムを整備しているほか、州レベルでは技術教育・職業訓練庁（Technical Education & 

Vocational Training Authority：TEVTA）がカリキュラムの承認、Technical Board が修了試験と修了証の発行を行っている。「ド

ナーからの提案は基本的にこれらの機関に受け入れられ、手続きも容易である」（PKTI 関係者談）とのことであった。 
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２－５－１ パキスタン・メリヤス製造・輸出組合（Pakistan Hosiery Manufacturers & Exporters 

Association：PHMA） 

 

表２－13 PHMA の概要 

項 目 概要情報 

設立 1960 

立地 

本拠：カラチ市、支部：ラホール市、ファイサラバード市、シアルコ

ット市 

ラホール支部住所：33-D, NEW MUSLIM TOWN 

ホームページ URL http://www.phmaonline.com 

会員企業数 
450（カラチ市）、150（ラホール市）、250（ファイサラバード市）、200

（シアルコット市） 

年次予算 不明（すべて企業会費とのこと） 

主な活動内容 

・行政へのロビーイング、政策策定への協力 

・会員企業の海外マーケティング支援（展示会出品、海外視察等） 

・会員企業への技術系支援 

外部から講師を雇い、Textile Sales Marketing や Marketing of Garments

等のレクチャーを会員企業向けに実施 

カラチの Technical Support Cell による技術試験、省エネマネジメン

ト、環境マネジメント、生産性向上、職員研修などのサポート 

人材需要 ・女性労働者（マシンオペレーター） 

JICA 支援ニーズ 

・一般的に、訓練機関はキャパシティ不足（機関数・輩出される訓練

生の人数） 

・職業訓練機関教員に対する TOT、機材支援 

・工場労働者や管理層向けの応用レベルのことを学ぶ機会（システマ

ティックな短期コース、1～2 週間）を JICA 支援でつくっていければ

よいのではないか。 

他ドナー支援状況 

（TVET 支援を除

く） 

独 Bayerischen Wirtschaft（bfz）GmbH：上記 Technical Support Cell の活

動支援中 

（http://www.phmaonline.com/technicalsupport-main.asp 参照） 

 

PHMA の傘下企業はすべてニット系企業であり、PKTI を運営するラホール支部は 150 社に

より構成される。主な活動内容は表２－13 のとおりであるが、行政へのロビー活動としては、

繊維省による最新の“Textiles Policy 2014-19”立案にもかかわっている。JICA 支援に対する要

望としては、PKTI 教員向けの TOT と機材支援のほか、現役の工場労働者や管理職に関する短

期コース（全日制の場合、1～2 週間が企業側にとっては限界）の要望があった。PKTI のオフ

ィス建物内にて、JICA プロジェクト用のオフィススペースや講義用教室の提供に関して了承も

得られている。 
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２－５－２ PHMA 会員企業 

（1）企業概要 

訪問した PHMA 会員企業の概要を表２－14 に示す。 

 

表２－14 視察した PHMA 会員企業の会社概要 

会社名 Ayesha Fabrics 

設立年 2005 年 

業種 ニットウェア 

従事者数 333 名（うち女性 17 名） 

製品価格 ポロシャツ FOB：5 米ドル、CMT：1 米ドル 

生産量 ポロシャツ 2,000 着/50 名１ライン/日 

輸出国 EU50％、アメリカ 40％、日本 10％ 

主要取引ブランド アメリカンイーグル、ZARA 

出所：調査団にて作成 

 

（2）生産状況 

ニット素材の延反は、通常は 24 時間の放反を行い延反しているというが、丸反（巻取

られた反物）を開反しながら延反をしており、十分な緩和収縮が得られないままの裁断が

気がかりであった。 

フロアの従業人には女性が混在（1 ライン約 10 名の男性、女性 2 名）しており、全体的

印象として縫製工のスキル（縫製スピード）はある。仕掛移動ロットはビニール袋に約 10

枚入れられバンドルシンクロシステムの縫製ライン編成は、歯抜け状態でシステム化され

ておらず編成効率（同期化率、Line balancing）が低い（遊休ラインがある）。糸摘み、最

終検品（ファイナル QC）は多くの作業者により行われ充実していた。 

 

（3）課題 

1）近隣の ASEAN 諸国の中国・台湾系企業と比較し、裁断・縫製・仕上げ技術は少々ラ

フで見劣りする。 

2）スキルの高い縫製工（出来高払い制）がいるが、近隣の ASEAN 諸国と比較し、ライ

ン編成にむらがあり、システム化されていない。工程設計の知識が乏しいと思われる。 

3）編成効率（Line balancing）を高めると、生産性は向上すると思われる。 

4）遊休ラインがあり、設備投資効率が悪い。いずれの国のアパレル製造においても受注

生産のため、生産アイテムにより遊休ライン・機器・機種が発生するが、営業力と生産

計画で平準化を図り、人員計画も併せムダをなくすことが課題である。 

5）「5S」（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の改善を行っているかと Managing Director へ質

問したが、「5S」は知らないとのことであった。改善や QC（品質管理）意識が高まると

生産性向上や不良率低減が図れると思われる。 
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２－５－３ パキスタン既製服製造・輸出組合（PRGMEA） 

 

表２－15 PRGMEA の概要 

項 目 概要情報 

設立 1981 

立地 

本拠：カラチ市、支部：ラホール市（Zonal Office）、シアルコット

市（Sub Office） 

ラホール支部住所：PRGMEA House, 343-A, Bhabrra Market, Main 

Ferozepur Road 

ホームページ URL http://www.prgmea.org 

会員企業数 1,000（全国） 

年次予算 690 万 PKR（すべて企業会費とのこと）。 

主な活動内容 

・行政へのロビーイング、政策策定への協力 

・会員企業の海外マーケティング支援（展示会出品、海外視察のほ

か、R&D Department で毎月、対象国を決めて海外市場の調査と

発表を実施） 

・他団体とのジョイントミーティング 

・生産管理、マーケティング、GSP＋ステイタスに関するセミナー

やブレインストーミング会の実施等。 

人材需要 

・まず女性労働者（マシンオペレーター）、次いで熟練労働者や中

間管理層 

・ブルーワーカーになる若者が業界全体として不足傾向 

JICA 支援ニーズ 
コンサルタントやシニア層経験者による技術支援（特に TOT）、ハ

イテクの製造機械の支援 

他ドナー支援状況 

（TVET 支援を除く） 
特になし 

 

PRGMEA の傘下企業はすべて布帛衣料品の輸出業を行っている。繊維省の Textiles Policy 策

定にかかわった点、運営する訓練機関（PRGTTI）の TOT や訓練機械の支援を JICA に求めて

いる点、オフィススペースの JICA プロジェクトへの提供を快諾している点は、PHMA と同様

である。 

 

２－５－４ PRGMEA 会員企業 

（1）企業概要 

訪問した PRGMEA 会員企業の概要を表２－16 に示す。 

  



 

－28－ 

表２－16 視察した PRGMEA 会員企業の会社概要 

会社名 Body Media International（Pvt.） 

設立年 1991 年 

業種 ジーンズ、パンツ製造 

従事者数 約 800 名（女性 30 名） 

製品価格 5 ポケット・13 オンス・ジーンズ 

FOB：7.0～9.0 米ドル、CMT：1.12 米ドル 

生産量 5 ポケットジーンズ 1,500 着/50 名/日 

輸出国 米国、英国、ドイツ 

主要取引ブランド Sears 

出所：調査団にて作成 

 

（2）生産状況 

倉庫内がきれいに整理されているので、5S を知っているか尋ねると、「5S を日本のコン

サルタントから教えてもらい取り組んでいる」とのことであった。 

経営者との質疑応答では、KAIZEN はシニアマネジメントレベル（QC Manager や Director 

of Operation 等）で実行している。QC チームは本来の KAIZEN をシンプルにして取り組ん

でいる。今後労働者レベルでも取り組んでいきたいとの回答を得た。裁断・仕分け部門は

生地ロットごとの仕分け管理がされている。 

生産ライン、作業内容は Ayesha Fabrics 社同様、非常にスキルの高いスピードのある縫

製工（出来高払い制：piece rate）がいるが、遊休ラインが混在し、近隣国や ASEAN と比

較し工程編成にムラがあり、システム化されていない。 

糸摘み、最終検品（ファイナル QC）は多くの作業者により、整理整頓されたスペース、

作業台で、適合品・不適合品が混在しないような作業要領・分類方法を行っていた。 

 

（3）課題 

1）十分な作業スペースはあるが、製品の流れ（動線）が非効率である。仕掛品を次工程

に移動させる作業者がみられ、特に、股下縫い工程（2 本針 2 重環送り腕出し型ミシン）

は煩雑な作業であるが前工程に隣接していないため、移動距離は約 20m。シンクロナイ

ズされたレイアウトの改善が望まれる。 

2）仕掛品置台設置、設置位置の工夫によるハンドリングの改善が望まれる。「取る、置

く」の動作経済の改善が必要である。 

3）２－５－２で前述の Ayesha Fabrics 社同様、出来高払い制でスキルの高い縫製工によ

る生産性向上が図れるが、ライン編成にムラがあり、部分最適は図れていても、全体最

適までは図れていない。編成効率（Line balancing）のとれたシステム化による生産性向

上・コストダウンが課題である。管理者層の工程設計の知識が乏しいことが原因と思わ

れる。 
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２－５－５ FGC 内企業 

FGC 内にある企業 Interloop Ltd.（靴下製造）、Masood Textile Mills（ニットウェア製造）の工

場を視察した。 

Interloop 社は、月産 3 万 5,000 ダースのカジュアル靴下を製造しており、3 足セットの FOB

価格が 3.25 米ドルである。工場内は整理整頓され、靴下の仕上げプレス、帯かけ、パッキング

は一連の流れで作業され、女性作業者も多く、効率よく行われていた。 

靴下は編立、足先部綴じで加工工程は 2 工程であった。仕上げプレス～パッキング工程はシ

ステム化が実現されていた。 

また、もう 1 社の入居企業である Masood Textile Mills 社はニットアンダーウェアなどの生産

を行っていた。約 10 名・約 8 台の機器で工程編成されており、作業スピードがあり品質も良

いことがうかがえた。 

 

２－５－６ 対象業界団体及び FGC 内企業における課題と提言 

業界団体 PKTI と PRGMEA の会員企業及び FGC 内企業工場を見学して、パキスタンアパレ

ル産業の抱える構造的な課題が明らかとなった。FOB 価格の高さがネックとなり、パキスタン

製品の世界市場における価格優位性は高くない状況に置かれている。 

品質と生産性でいえば、近隣バングラデシュやカンボジア、インドネシアなど ASEAN と比

較しても総じて同レベルである。パキスタンはこれらの国々と比べて、綿資材という優位点を

もつにもかかわらず FOB 価格は安くない。繊維省によると、パキスタンは EU とは特恵関税制

度（GSP）が適用されるが輸出は伸び悩んでいるという。米国や日本との貿易では GSP の恩恵

がなく、パキスタン対日輸出の場合は 8.0～14％の関税がかかる

7
。ASEAN には EPA/ FTA 特恵

関税が適用されほぼ無税である。対米・対日輸出の場合、更なるコストダウンが求められるこ

とはいうまでもない。 

また、アパレル産業は労働集約産業であるため、FOB 価格は労務費の高低が反映される。パ

キスタンの最低労働賃金は 13,000PKR（127.93 米ドル）

8
である。他国の最低賃金が、バングラ

デシュ 80 米ドル、ミャンマー80 米ドル、カンボジア 128 米ドルのなかで、パキスタンの優位

性をどうやって実現するかが課題といえよう。そこで、以下の改善が考えられる。 

1）生産技術の高度化 

高度化のための“Industrial Engineering：IE”など管理技術の導入、生産のシステム化。 

2）品質経営、改善手法としての“Quality Management：QM”の導入 

改善手法としての QM 要求品質の実現のための改善手法として位置づける。 

3）自動化・専用機導入による生産性向上・要求品質の達成 

生産性向上・コストダウンを実現するため、前述 1）生産技術の高度化のための基礎

理論に立脚した自動化・専用機導入。 

4）生産保全（Total Productive Maintenance：TPM）の導入 

「機器が故障したから修理（breakdown maintenance）」から総合的生産保全（Total 

Productive Maintenance：TPM）のコンセプトを導入。 

                                                        
7 出所：TDAP ホームページ（http://www.tdap.gov.pk/）（閲覧日 2015 年 7 月 6 日） 
8 為替レートは JICA『平成 27 年度精算レート表』7 月より計算。（USD1＝¥122.74, PKR1＝¥1.208。したがって、PKR1＝

1.208/122.74=USD0.009841） 
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5）女性労働者の雇用促進 

女性労働者の雇用促進による、女性の感性と正確なものづくりによる要求品質の実現。 

6）知的労働分野での女性の活用 

アパレル産業の知的労働分野での女性の活用。 

7）研修機関 PKTI、PRGTTI、FETI における人材育成 

アジア諸国の研修機関と比較し、研修コースは充実し、業界向け講座もあり、総じて

全領域をカバーしている。業界実務経験者により実務レベルの「ものづくり」を通じた

人材育成を行う素地はある。 

 

２－６ 産学連携及び研修機関間連携の状況と課題 

PPP により産業団体が運営している PKTI と PRGTTI の場合、産学連携状況は極めて密であり、

既に傘下企業によるインターンや OJT の受け入れ、企業への生徒の紹介といった就職フォローの

ほか、カリキュラムに関する団体からのリクエスト・提案、現役企業からの講師招へい等の活動

が実施されている。一方、工業団地公社により運営される FETI の場合は、そもそも運営開始前

であること、工業団地入居企業がいまだ現地系 2 社のみであることもあり、他の 2 校レベルでの

産学連携の仕組みの構築に向けた活動は、これから整備していく必要がある。 

また、研修機関間連携については、PKTI、PRGTTI とも大学からの実習生受け入れを行ってい

るものの、訓練機関間の日常的な教員交流、指導方法や教材・実習施設のシェアなどといった密

な連携は行われていなかった。これは PPP により運営されている両校の運営団体のビジネス分野

が異なること、ニットと布帛で製造技術が異なることが原因と思われる。 

しかし、設立前の FETI も含め、本事業が対象とする各校の支援科目のなかには、共通ないし

類似するコンテンツが含まれることが想定されること（例：生産管理やマーチャンダイジング等

のミドルマネジメント系科目が共通するほか、ニット技術訓練機関であっても布帛衣料に関する

製造知識・技術を教授していることが本来は望ましい）、女性生徒の受け入れ拡大のためのノウ

ハウの充実は 3 校に共通する学校運営課題であることなどの点から、現状以上の研修機関間連携

関係の構築により各校の運営ノウハウの向上が図られることも多いと考えられる。こういったナ

レッジ共有については、テクニカル・ワーキング・グループ会議（M/M 協議にて年に 2 回以上、

JCC とは別にプロジェクト実務者が集まって実施することがパキスタン側からの提案で決定）の

場を活用するなどして、現場レベルで推進していくことが求められる。 

 

２－７ 研修機関と企業におけるジェンダー課題 

２－７－１ 研修機関と企業のニーズとのマッチングの現状と課題 

（1）企業側の女性労働者に対するニーズの現状 

本事業の対象とする研修機関が位置するパンジャブ州のラホール市とファイサラバー

ド市は、国内でも繊維産業の中心であり、数多くの繊維企業の工業が立地している。また、

ラホール市の郊外には中国系のアパレル・パークが建設中であったり、ファイサラバード

市の FGCC では、多くのアパレル産業を誘致中であったり、今後、更に多数の労働者の需

要が見込まれている。なかでも女性の工場労働者の需要が大きい。 

前述のとおり、ラホール市の業界団体 PHMA の会員数は 450 社、PRGMEA の会員数は

1,000 社であり、これらの会員企業は、生産性を高めるために女性の雇用促進を目標とし
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ている。PRGMEA では、会員企業のうち 6 社に対して、今後必要な女性労働者数を調査し

ており、その結果は表２－17 のとおりである。本調査によると、今後、総計 2,000 名余の

女性労働者の雇用が見込まれる。 

 

表２－17 企業名と女性労働者数の必要人数 

企業名 今後必要とされる女性労働者の人数 

Leisure Textile Limited  700 名 

Gulf Nishat Apparel  600 名 

Sapphire  100 名 

Reet Garment  200 名 

Body Media International  400 名 

Bimsha Apparel   57 名 

合 計 2,057 名 

出所：PRGMEA/PRGTTI プレゼンテーション資料 

 

ラホール市の業界団体によると、全労働者のうち女性労働者が占める割合は、企業によ

りまちまちであるが、全体ではほぼ 2～3 割というのが現状という。本調査団が訪問した 2

社では、ラホール市内に近い Ayesha Fabrics 社では約 30％が女性労働者であり、郊外に位

置する Body Media International 社ではわずか 4％が女性労働者であった。地方には女性が

公の場で就労することに対する文化的な制約が残っていること

9
、また、女性自身が地方の

工場より都市の工場で就労することを好む傾向があること、通勤時間の問題などが影響し

ていると考えられるが、業界団体の方針としては、このような制約をできるだけ解決し、

将来的には女性労働者を 5～6 割とすることを目標としている。このためには、生産工程

のより高度の技能が部門とされる分野でも女性を育成する必要がある、という。 

一方、ファイサラバードの FGCC では、企業側が積極的に女性の雇用を促進する働きを

行っている。本調査団が訪問した FGCC 内の C 社では、女性労働者は 12％であったが、

企業方針として女性の雇用促進を打ち立てており、工場で働く女性たちの労働環境を向上

させるために、デイケアセンターを別棟に設けたり、識字や算数教室を労働者向けに開校

したりさまざまな取り組みを行っている。 

このように企業側が女性の労働力を喫緊に求める理由として、雇用者側からは、①女性

は男性と比べて手先が器用であり、衣料の仕上げが丁寧である、②長い時間、集中する仕

事に長けている、③女性は男性のようにおしゃべりをしたり、席をはずしたりせず、勤務

態度が真面目である、などが挙げられた。また、女性が賃金を得ると、家族や子どもの生

活の向上に直接に裨益する、という意見もみられた。一方、女性労働者自身も、残業のな

いデスクワークや細やかな仕事を好む傾向がある、という。 

企業側が以上のように生産性の側面からより多くの女性の労働力を必要としている一

方で、女性が生産工程ラインのなかで活躍できる部門は限られているのが現状である。本

                                                        
9 『縫製工場労働者に女性の割合が低い理由：パキスタン衣類産業はいかに発展してきたか？』（日本貿易振興機構アジア経

済研究所）参照 
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調査団が訪問したラホール市 2 社、ファイサラバード市の 2 社のアパレル企業の工場では、

Stitching と Finishing の部門に圧倒的に女性労働者が多く、そのほかでは、Quality Control

に経験を積んだ女性の姿がみられる程度であった。また、Packaging など機械を使わず手

作業で行える部門にも少数ながら女性の姿がみられた。 

 

表２－18 企業が求める分野・理由・研修機関の対応 

企業が求める分野 理 由 研修機関の対応 

Finishing 

衣類の仕上がりの最終チェックには女性の

きめ細かさが強み。技能がいらず教育レベ

ルが低い者でも雇用できるため。 

特別な技能が必要ない

ため、研修コースは必

要ない。 

Quality Control 

衣類の仕上がりの品質の最終チェックには

女性のきめ細かさが強み。経験者が登用さ

れる。 

PKTI、PRGTTI ともに

人気コース 

Stitching 

集中が必要な座り仕事であり、女性に向い

ている。現状では男性が 8 割を占めるが、

今後、女性の進出を期待したい分野である。 

PKTI、PRGTTI ともに

人気コース 

Machine Operator 

力が要らず、中学卒業程度の教育レベルで

した対応できる技能であるため、今後、女

性の雇用を大幅に拡大したい分野である。 

PKTI、PRGTTI ともに

現状では男性研修員の

みのため、今後女性を

増やす方針 

Fabric Cutting 

集中が必要な座り仕事であり、女性に向い

ている。今後、女性の進出を期待したい分

野である。 

PKTI、PRGTTI ともに

人気コース 

出所：JICA 調査団にて作成 

 

これらの工程に女性が配置されている背景には、パキスタンの一般的な女性の教育レベ

ルの水準がある

10
。工場に職を求める地方の女性の場合、小学校卒業あるいは中学卒業及

び中退という状況のため、高度な知識や技能の必要とされない Finishing の部門に多くが雇

用されているという現状がある。これらの女性は公的な職業訓練の機会も得られないため、

ほぼ工場での OJT で仕事を覚えている。訪問した工場では、中学卒業ほどの学歴があり、

工場で十分な経験をもった中年の女性が、更に責任のある Quality Control の部門に登用さ

れているケースもみられた。また、Stitching の場合も同じく小･中学校卒業程度の女性が縁

故で採用され、工場にて技能を身につけるというケースが多い。パキスタンでは、Stitching

はまだ男性の領域であり、ほぼ 8 割を男性が占めるということあるが、訪問した工場では、

男性に混じってミシンを踏む女性たちが多くみられ、同分野への女性の進出は業界からも

期待されている。 

今後の企業のニーズとして著しいのは、女性の機械オペレーターの育成である。ラホー

                                                        
10 『パキスタン・イスラム共和国平成 26 年国別ジェンダー情報整備調査（ジェンダー分析）』（独立行政法人国際協力機構・

株式会社日本開発サービス）参照 
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ル市の業界団体 PHMA、PRGMEA、ファイサラバード市の FGCC はともに、今後は、男性

の領域であった Machine Operator に多くの女性人材を育成することをめざし、研修機関に

対しても、女性の Operator 向けのコースを設置し、充実させることを要請している。本分

野は、中学卒業程度の学歴があれば研修機関の訓練と OJT により十分に技能を身につける

ことができる分野でもあり、企業がまずは現実的に女性雇用を拡大したい分野となってい

る。 

 

（2）対象研修機関にて女性が学ぶ研修コースの現状 

PKTI では、女性の研修生が多いのは Fashion Design コースと Fabric Cutting コースであ

り 100％が女性である。PRGTTI では、Dress Making コース、Pattern Drafting and Grading

コースに女性が多数を占めるが、その他の Merchandising、Quality Control、 Industrial 

Engineering、Apparel Supervisor、CAD コースなどにも、40 名中 10 名前後の女性が入学し

ている。また、Sewing コースは女性が 4 割を占める（各研修機関の研修生の男女数につ

いては表２－５及び表２－９参照）。 

これら女性の研修生の多いコースでは、PKTI、PRGTTI ともに女性の講師を雇用する傾

向がみられる。PKTI では、Fashion Designing、Fabric Cutting、Pattern Making の講師が女性、

PRGTTI では、Stitching、Single Machine、 Quality Control、Dress Making の講師が女性で

ある。 

調査団の視察の際、PRGTTI では、Stitching コースに最も多くの女性研修生がみられた

が、一方で、大学や大学院卒の高学歴の女性が、CAD（Computer Aided Design）、Industrial 

Engineering、Quality Control などのコースで学び直し、アパレル企業での確実な就職をめ

ざすケースがみられた。PKTI でも、Quality Control、Apparel Supervisor、 Merchandising & 

Costing のコースで数名の女性研修生が学んでおり、伝統的な分野ではなく、新しい分野を

開拓する若い世代の可能性が感じられる。 

また、PRGTTI では、既にアパレル企業に就労している男女の再訓練のために短期コー

スも計画しているが、現状では支援がつかず実施されていない。短期コースが実現すれば、

女性労働者にとっても技能の向上のために利用しやすい形態といえよう。 

 

表２－19 女性研修生が多い既存のコースと新設予定のコース（10 学年卒レベル） 

既存の人気コース 女性向けに新設予定のコース 

Fashion Design Knitting Machine Operator 

Fabric Cutting Stitching Operator 

Dress Making Machine Maintenance Operator 

Pattern Drafting and Grading Pattern Making and Cutting 

Stitching, Sewing Circular Knitting Operator 

※高卒・大卒レベルの女性には、Merchandising、 Quality Control、Industrial Engineering、Apparel Supervisor、

CAD などのコースが人気であり、対象研修機関でも少数学んでいる。 

出所：JICA 調査団にて作成 
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今後の方向性としては、どの研修機関も機械オペレーターの育成に力を入れている。

PKTI では、業界団体と会員企業のニーズに応えるため女性向けの Knitting Machine 

Operator コースを新設する予定である。また、新設されるファイサラバード市の FETI で

は、Stitching Operator、Machine Maintenance Operator、Pattern Making and Cutting、Circular 

Knitting Operator の 4 コースを開設し、アパレル企業からのニーズの高い人材を育成する

ことを予定している。 

 

（3）マッチングの課題 

PKTI と PRGTTI ともに、Fashion Design コースに多くの女性が学んでいるが、今回訪問

したアパレル企業の工場では、デザイナーのニーズはなく、オペレーターのニーズが高か

った。オペレーターのニーズに関しては、3 校ともその対応が始まりつつあるところでは

あるが、既存の研修コースの設定には、企業が自社の女性労働者に求めるニーズとのギャ

ップがみられる。また、Stitching コースの場合、PKTI、PRGTTI ともに研修内容と質が企

業の求める規準に達していないことも見受けられた。新設校 FETI でも Stitching コースに

は力を入れる予定であるため、付加価値の高い製品の生産をめざすには、まずこの分野の

基礎的な技術移転が要となる。 

研修機関が育成する女性技能者の卵の数は、業界団体と企業が求める需要に追いついて

いない、というのが業界団体の意見である。例えば、PKTI と PRGTTI の場合、年間に約

500 名のうちほぼ 3 割の 150 名の女性が卒業したとして、表２－17 で記載した企業の需要

に対して、人材の供給が追いつかない状況といえる。このような状況のため、対象研修機

関の卒業生の就職率は極めて高いが、離職率が高いという声も聞かれた。したがって将来

的には卒業生の追跡調査などを行い、その実態を男女ともに分析する必要があろう。 

ファイサラバードの新設校である FETI では、4 コース各 30 名で総計 120 名の女性をま

ずは育成する見込みである。将来的にアパレル企業の工場での就労を希望する女性研修生

を大量に輩出することをめざすには、企業の需要と女性とその家族・コミュニティにおけ

る社会的な制約要因を分析し、そのギャップを埋める方策を検討することが必要であろう。

例えば、対象地域の社会・ジェンダー分析によって、工場と周辺地域のマッピング、女性

の移動範囲と手段、家族とコミュニティの女性工場労働者に対する意識などを把握するこ

とが必須といえる。また、新しい分野である女性オペレーターの育成の見通しについては、

同様の調査にて、企業側と女性側のそれぞれのニーズの現状分析を行う必要がある。 

一方、PKTI と PRGTTI で少数ながらみられた CAD や Quality Control、Supervisor などの

職種をめざす教育の高い女性たちの就職先として、訪問した 4 社の工場では、これらの部

門で活躍する女性について登用が積極的に行われていないように見受けられた。本事業開

始時の産業人材育成ニーズ調査や社会・ジェンダー分析調査では、これら高等教育を受け

アパレル産業で就労を望む女性たちに対する業界の対応についても分析することが望ま

しい。 

 

２－７－２ 女性の雇用を促進するためのジェンダー配慮の現状と課題 

アパレル産業において女性の雇用を 50～60％に拡大することが繊維省及び主な業界団体の

方針であるが、この数値を実現するためには、パキスタンの女性が置かれた文化･社会・経済
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的背景

11
を考慮して、女性が工場で就労することの促進要因と制約要因を十分に分析する必要

がある。本項では本調査団が聞き取りを行った研修機関とアパレル企業のジェンダー配慮の現

状と課題を示すとともに、繊維省のジェンダー政策の強化を求める。 

 

（1）研修機関に必要なジェンダー配慮 

アパレル産業での女性の雇用を促進するためには、研修機関の研修内容を企業ニーズと

マッチングさせると同時に、女性たちが学びやすいよう研修施設や環境を整える配慮が求

められる。以下に対象機関のジェンダー配慮の現状と課題を項目ごとにまとめる。 

    

1）交通手段 

PKTI と PRGTTI はともに、研修生のための通学バスは必要であると認識しているが、

現状では整備されていない。代わりに研修生には男女ともにひと月に 1,500 PKR の交通

費が支給されている。新設校の FETI では、遠方から通うより貧困層の女性のための通

学バスを準備する計画である。 

2）女性トイレ 

PKTI、PRGTTI ともに古いトイレが一部屋しか存在しないため、女性研修生を増加す

る方針のため改修が望ましい。FETI では女性専用であることから各階に女性トイレを建

設中である。 

3）女性のミーティングルーム（祈り、自習、休憩用） 

PKTI、PRGTTI では特に設置されていない。教室では、男女がともに学ぶケースが一

般的であるが、女性、男性専用のミーティングルームを一部屋設けることは余裕があれ

ば望ましいとのこと。FETI では、女性専用施設の一棟を FGCC 内に建設予定であるが、

現在、空き地のままであり、十分な予算措置が必要と見受けられる。 

4）保育室 

PKTI では、パンジャブ女性局の「保育所支援基金」への申請が認められ、2015 年 3

月より 1 階の一室を使って、保育室が設置された。3 名の保育士を雇用し、必要に応じ

て無料の保育サービスを行っているため、幼児をもつ若い層の母親の訓練に裨益してい

る。FETI では、女性専用施設に保育室を建設予定であるが、上記同様、完成まで時間が

かかることが懸念される。 

5）女性講師の雇用 

PKTI、PRGTTI ともに 3 名ずつ。女性研修生のロールモデルとして更なる女性講師の

雇用が課題である。そのためにはまずは、現場の生産工程のさまざまな分野で女性の労

働者が十分に育成される必要がある。 

6）研修資材の調達 

研修生が実習で使う資材は無料で供与されないため、研修生のなかには男女ともに資

材を持参できずに、十分な実習が叶わないものがいる。本件は、PSDF の支援で賄われ

ている研修費、教材費、交通費等と合わせて、今後の研修機関の持続的な運営にかかわ

                                                        
11

 『パキスタン・イスラム共和国平成 26 年国別ジェンダー情報整備調査（ジェンダー分析）』（独立行政法人国際協力機構・

株式会社日本開発サービス）参照 
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る課題であり、研修機関の経営体制の確立が求められる。 

7）卒業制作の展示 

PKTI では、ファッションデザイン学科の卒業生の制作を陳列・展示し、地域の関係

者を招くイベントを半年ごとに実施している。このような試みは女性の意欲を向上させ

るとともに、研修機関を地域に開くグッドプラクティスといえよう。 

8）意識啓発活動･女性研修生の募集 

PRGTTI では、親やコミュニティリーダーの意識啓発やキャンペーン活動を UNDP の

ジェンダー推進プログラム（Gender Promotion in the Garment/ Clothing Industry through 

Skill Development：GENPROM）プロジェクトの支援により行ってきたため、女性研修生

の入学を促進するためには、工場女性労働者の肯定的なイメージを創造する宣伝活動が

必要なことが認識されている。各種イベントや村への訪問を利用して、アパレル産業で

女性が働くことの意義、女性が賃金を得ることで家族の生活水準が向上するというメリ

ットについて継続的にメッセージを送ることが重要であるという。また、女性研修生は、

ほとんどが知人や親から情報を得て応募しているため、チラシ配布やラジオ広告などと

併せて、口コミによる募集が有効となる。 

9）就職支援 

女性研修生の就職支援については、どの研修機関も積極的に卒業生と企業をつなげて

おり、ほぼ 90～100％の就職率を確保している。また、PHMA、PRGMEA ともに業界団

体内に設置した就職斡旋センターでは、女性への相談も行っている。その後のキャリア

については就職後の追跡調査を男女ともに実施することが望ましい。 

 

（2）アパレル企業の工場に必要なジェンダー配慮 

アパレル企業での女性の雇用を促進するためには、女性たちが働きやすいよう施設や環

境を整える配慮が求められる。以下に本調査で訪問したラホール市とファイサラバード市

の 4 社の工場のジェンダー配慮の現状と課題を項目ごとにまとめる。 

 

1）交通手段 

4 社とも、通勤バスを用意しており、遠方から通う男女労働者ともに、無料の通勤バ

スは不可欠である。バスは労働者の多い地域を巡回して送迎を行っている。 

2）女性専用作業場 

4 社とも、少数であっても多数であっても女性は男性に混じって働いており、男女が

ペアを組んで検品をしている姿も多くみられた。男女労働者を別々のスペースに分ける

必要はなく、文化的な問題はないというのが雇用者及び労働者の意見である。 

3）女性トイレ 

4 社中 3 社では女性用トイレは完備されていた。FGCC 内で建設予定の女性専用施設

には、女性トイレも含まれる予定である。 

4）女性のミーティングルーム（祈り、自習、休憩用） 

FGCC では、女性専用施設を一棟計画し、ここで、食事、祈り、休憩ができるような

配慮をしている。女性労働者が 6 割を占めるため、また今後、女性専用の研修機関を充

実させるために、欠かせない手段といえよう。 
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5）保育室 

4 社中 1 社で別棟に保育室が設置されていた。現状では、工場で働く女性の年齢層は、

結婚前の 18～22 歳と、子育てが落ち着いた後の 35 歳以上に分かれる傾向がある。これ

は、結婚した女性は、夫や乳幼児や家族の世話、家事、農作業などのために、外で働く

機会が得られないこと、夫が妻を公の場に出したがらないことが理由とみられる。ただ

し、企業側の需要が増えるなかで、結婚後 20～30 代の層の女性労働者が必要な場合、

保育室の設置は重要な手段であるといえよう。 

6）意識啓発活動･女性のリクルート方法 

4 社では、新聞、ラジオなどを使って応募者を募るほか、知人の紹介による雇用も多

い。特に女性が応募する方法は、信頼できる親族や知り合いを介してのことが多いため、

村々での意識啓発やキャンペーン、家庭訪問による親への説明など、メディアではなく

足と人を使ってのリクルートが重要とのことである。訪問した企業では「男性の親族が

既に工場内で働いているため、安心して働ける」という女性労働者の声も聞かれた。 

1 社では、国際女性の日などの機会を利用して、工場労働によって、どのように安定

した収入と社会保障が得られるのか、それがどのように家族のために裨益するかなど、

女性が働くことの経済的・社会的なメリットを繰り返し宣伝しており、このような意識

啓発は、研修機関と同様に企業でも必要と思われる。 

7）訓練機会の創出 

4 社の聞き取りでは、雇用以前に職業訓練を受けた女性や雇用後に再訓練の機会を得

た女性はいなかった。ほとんどの女性が現場で技能を身につけたものと思われるため、

より技能の高い分野で就労するためにも雇用後の再訓練は課題であるといえる。 

8）労働基準の遵守、男女機会均等 

訪問した 4 社は、欧州やアメリカ向けの輸出製品を取り扱う中～大企業であったため、

労働法を遵守し男女の同一労働・同一賃金を徹底していた。男女ともに給与は出来高制

であり技能により設定され、労働法に準じて男女差はない。最低賃金は 1 万 3,000 PKR

であり、1 日の労働時間は 8 時間、週 1 回の休日で、昇給は年 1 回である。ただし、概

して教育レベルの低い女性は技能が低い職種に就く傾向があるため、結果として女性の

方が低賃金であるというのが現状とみえる。2 交代制の工場では、女性は朝番（6 時～

14 時）とし、家事とのバランスを配慮するところがみられた。 

 

（3）繊維省のジェンダー課題 

繊維省では、付加価値のある繊維製品の生産分野で、今後 5 年間に男女 20 万人の雇用

を生み出す方針を打ち立てており、特に女性の雇用の促進に注力している。ただし、繊維

省には女性の開発やエンパワーメントにかかわる部署（他国の各省庁に設けられているジ

ェンダー局、ジェンダー・ユニット）は特に設けられておらず、繊維産業に係るジェンダ

ー統計は整備されていない。戦略的に女性の雇用を促進するためには、組織として女性の

経済的エンパワーメントを推進する体制づくりが求められる。 

また、繊維省内にそのような体制を構築することに時間がかかる場合は、連邦レベルで

は国家女性地位委員会、州レベルでは、本事業の対象地域であるパンジャブ州の女性局か

らの情報収集や連携が必要であろう。パキスタンでは、2011 年の地方分権化以降、女性開



 

－38－ 

発省の権限は各州政府に委譲され、州女性局がナショナルマシーナリーの機能を果たして

いる。本事業の対象地域であるパンジャブ州の女性局

12
は、女性の経済的エンパワーメン

トのために、就職と起業の両面から数々の施策を行っており、この方針は繊維省の方針に

一致している。繊維省は、これらの関連組織と連携し、女性の雇用推進がパキスタンの繊

維セクターの発展にいかに資するかを分析し、政策に更に反映していくことが求められる。 

 

２－８ 他ドナーによる繊維セクター支援実績と教訓 

繊維産業、主にアパレル産業における他ドナーの支援は、現状では、主に以下の 4 分野に分類

できる。 

① 労働基準の強化、労働者の権利確立 

② カリキュラム開発、職業訓練校支援 

③ 女性人材育成 

④ 環境配慮 

 

現行では、特に①の分野にて、繊維産業の労働者の権利を守り、国際基準に準じた労働条件や

コンプライアンスを遵守することをめざし、ILO や GIZ が繊維省を支援している。 

また、②の分野では、同じく ILO と GIZ により、NAVTTC に対して、TVET リフォームの一環

として、CBT カリキュラムの開発支援が行われており、アパレル産業就労のための技能研修のカ

リキュラムも多数開発されている。本事業においても TOT や研修コースが全国にて実施され、

本事業の対象研修機関も裨益している。また、KOICA（韓国国際協力団）はカラチ市で一職業訓

練機関を支援するとともに、ファイサラバード市の国立繊維大学に対して機材支援を行う見込み

である。 

③の分野では、ILO のディーセントな雇用のための男女平等促進（Promoting Gender Equality for 

Decent Employment：GE4DE）プログラムにより、女性対象の研修が実施され、本事業の対象研修

機関である PRGTTI でも、本支援により多数の女性研修生が育成された。また、同分野では、過

去にアパレル産業の女性の就労を促進するために UNDP の Gender Promotion プロジェクトがパン

ジャブ州で実施されており、地域社会への意識啓発活動が草の根ベースで行われた。 

④は 2015 年から GIZ が取り組み始めた新しい分野であり、繊維産業における水資源とエネル

ギー資源の再生利用を推進するプロジェクトである。各ドナーの取り組みの詳細は、表２－20～

２－23 に示す。 

本事業では、産業ニーズに合わせて対象研修機関の研修計画を策定し、カリキュラム開発を行

う際に NAVTTC で開発されたカリキュラムの活用を行うとともに、その改善について情報共有を

行い、アパレル産業における職能カリキュラムの開発に資することができる。また、本事業で行

う TOT を通じてその知見や教訓をカリキュラム改善に反映することができよう。また、本事業

の研修計画に、労働基準や環境基準のコンプライアンスに関する研修コースを含む際には、ILO

と GIZ の情報と知見を十分に活用する。また、女性の雇用の拡大について、ILO や UNDP が既に

パンジャブ州の対象研修機関等に対して行ったアプローチに学び、アパレル工場の労働に対する

地域の意識啓発活動、及び文化背景に配慮したきめ細かい研修生の募集活動などを図ることがで

                                                        
12

 http://wdd.punjab.gov.pk/参照 
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きる。 

 

表２－20 ILO のプロジェクト 

ILO（国際労働機関） 

プロジェクト /

プログラム名 

Labour standards in global supply chains：A programme for action in Asia and 

the garment sector 

案件概要 

ILO は、パキスタンのアパレル産業に従事する労働者の労働環境の改善を

めざして、GIZ 資金で本事業を実施している。アパレル産業では EU に対

して、国際基準の労働条件が遵守されなければならないが、いまだ劣悪な

労働条件で働く労働者がみられる。ILO が Decent Work のコンセプトか

ら、主に工場労働者の最低賃金、社会保障などの問題に取り組んでいる。 

この事業の一環として、ラホール市に 14 の主要なバイヤーを集め、「バイ

ヤーズ・フォーラム」を開いてコンプライアンス基準を共通化する活動も

行っている。 

対象地域 
地域プログラム。パキスタン、インドネシア、カンボジアのアパレルセク

ター 

期間 2014 年 12 月～2015 年 11 月 

実施機関 
Federal Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resources Development、州

労働局、業界団体、組合 

ホームページ

URL 

http://www.ilo.org/islamabad/whatwedo/projects/WCMS_355680/lang--en/inde

x.htm 

プロジェクト /

プログラム名 
Promoting Gender Equality for Decent Employment（GE4DE） 

案件概要 

外務省とカナダ資金により、パキスタンのフォーマルセクターで働く女性

の労働環境の向上をめざして実施中。アパレル産業は主要な対象の 1 つ。

①女性の雇用機会均等に関連する政策支援、②貧困層の女性を対象とした

職業技能訓練と就労支援、③メディアによる女性労働に対する啓発キャン

ペーンが柱。②において、パンジャブ州にてアパレル企業の工場への女性

就労支援を行った。訓練手法は、ILO の“Training for Rural Economic 

Empowerment（TREE）”手法を活用している。 

これまでに 8,000 名の女性が訓練を受け、その 80％がアパレルも含むフォ

ーマルセクターで就労している。 

対象地域 
パキスタン全域 

※本事業対象研修機関である PRGTTI も支援対象であった。 

期間 2010 年 3 月～2016 年 3 月 

実施機関 

州 労 働 局 、  Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource 

Development, Employers’ Federation of Pakistan（EFP）, Pakistan Workers’ 

Federation（PWF）、繊維省、パンジャブ女性局他 

その他 
http://www.ilo.org/islamabad/whatwedo/projects/WCMS_377960/lang--en/ 

index.htm 
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表２－21 GIZ のプロジェクト 

GIZ（ドイツ国際協力公社） 

プロジェクト /

プログラム名 

Implementation of Social Standards in the Textile and Garment Industry in 

Punjab 

案件概要 

パンジャブ州を対象に繊維産業・アパレル産業で働く労働者の労働条件、

社会保障、労働環境の改善を目的とする。GPS＋の規準を満たすために、

各企業は国際的な労働基準を遵守する義務があるため、この推進を図る。

プロジェクトでは、パンジャブ州の労働局に対する能力強化を行い、州政

府と業界団体と労働組合の対話を促進するとともに、労働基準を改善する

ためのパイロット活動を実施し、工場の労働基準と生産性を高め、関連機

関のネットワーク強化を図っている。上記のバイヤーズ・フォーラムも成

果の 1 つ。 

対象地域 パンジャブ州 

期間 2014～2016 年 

実施機関 パンジャブ州労働局 

ホームページ

URL 
http://www.giz.de/en/worldwide/32073.html 

プロジェクト /

プログラム名 

Supporting technical and vocational education and training（TVET）reform in 

Pakistan 

案件概要 

本事業では、若者の雇用対策のために、TVET の改革にかかわる政府職員

の能力強化を図るとともに、カリキュラム開発（100 種）、講師の TOT（裨

益者 4,000 人）、短期職業訓練コース（裨益者 10 万人）の実施を行ってい

る。カリキュラム開発については、トータルで 56 の competency standard

を整備し、アパレル産業関係では、Knitting, dress making, designing, cotton 

processing 等を開発した。Competency 整備のほか、教材の整備、TOT も行

い、パッケージとしている。 

対象地域 パキスタン全域 

期間 2011～2016 年 

実施機関 NAVTTC 

ホームページ

URL 
http://www.giz.de/en/worldwide/26783.html 

プロジェクト /

プログラム名 
Water Efficiency in Textile Industry 

案件概要 

繊維産業の水の再利用、リサイクルを支援するプロジェクト。現状では、

1kg の繊維を製造するために約 300～400L の水を使用しているため、この

水量を減らす事業により、資源の枯渇を防ぎ、気候変動の問題に対応する。

繊維の染めの工程で起こる水質汚染対策も含む。同プロジェクトの一環と

して、ラホール市に Sustainable Production Center を開設する。 

対象地域 ラホール市、ファイサラバード市 
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期間 2015 年 6 月～3 年間 

実施機関 繊維省、All Pakistan Textile Mills-owners Association（在ラホール市） 

ホームページ

URL 

http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/pakistan/newsdetails.aspx?news

_id=109523 

 

表２－22 KOICA のプロジェクト 

KOICA（韓国国際協力団） 

プロジェクト名 Pak Korea Garments Technology Centre 

案件概要 

デザイン、生産管理、マシンオペレーター等の訓練機関。 

開校時に KOICA（2011～13 年、200 万米ドル）が支援（機材供与中心、20

～30 名程度を対象とした韓国での教員研修を 2 回実施） 

対象分野 

＜3 年制 diploma＞ 

Garment Technology, Textile Design Technology, Fashion Marketing, Fashion 

Design 

＜3～6 カ月 certificate＞ 

Sewing Machine Maintenance, Line Supervision, Garment Industrial 

Engineering, Sewing Machine Operator Training, Garment Printing Technology, 

Merchandising, Knitting Technology, Pattern Making & Cutting Board 他 

＜Short Course＞ 

Quality Control & Quality Assurance, CAD/CAM 他 

期間 2011 年第 1 期学生入学～現在 

実施機関 繊維省、Pak Korea Garments Technology Centre（在カラチ） 

ホ ー ム ペ ー ジ

URL 

その他 

http://www.pkgti.net/ 

https://www.facebook.com/PakKoreaGarmentTechnologyInstitute 

 

KOICA の国立繊維大学 National Textile Research Center に対する機材支援

（650 万米ドル）に関して MOU 間近。 

http://www.ntu.edu.pk/uploaded_images/industry_outreach/industry_outreach.pdf 

 

表２－23 UNDP のプロジェクト 

UNDP（国連開発計画） 

プロジェクト/プ

ログラム名 

Gender Promotion in the Garment/ Clothing Industry through Skill 

Development（GENPROM） 

案件概要 

アパレル産業への女性の雇用促進を目的に、意識啓発活動、職業訓練、

就労支援を行った。本事業の対象業界団体である PRGMEA は、女性の

労働に対する地域での啓発キャンペーン、親への啓発活動などを積極的

に行い、アパレル産業への女性労働者の参入を促進した。 

対象地域 パンジャブ州、シンド州 

期間 2006 年 8 月～5 年間（終了） 



 

－42－ 

実施機関 PRGMEA、ファイサラバードの Government Collegde of University 

ホ ー ム ペ ー ジ

URL 

http://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home/library/evaluation-reports/g

ender-promotion-in-the-garment-and-clothing-industry-through-sk.html 
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第３章第３章第３章第３章    プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要 

 

３－１ プロジェクトの基本計画 

本事業は、アパレル産業企業が多く所在するラホール市及びファイサラバード市において、産

業ニーズに即した研修計画を策定し、既存の研修機関 2 校の運営能力を強化し、新設の研修機関

1 校の実施体制を整備することによって、対象機関の運営能力を向上させる。同時に、本事業で

は、官民連携タスクフォース（研修機関、業界団体、繊維省）により輸出市場と製品の多様化に

関する情報を整備し、アパレル製品の市場拡大と女性の雇用推進のための戦略を策定し、ひいて

は市場の拡大のために必要な人材を育成するものである。 

 

（1）上位目標と指標 

上位目標：パキスタンのアパレル産業の市場拡大に必要な人材が育成される。 

指標：政府研修機関の卒業生の就職率が増加する。 

 

（2）プロジェクト目標と指標 

アパレル産業界のニーズに合わせた、対象研修機関の運営能力が向上する。 

指標 1：対象研修機関の研修内容に、会員企業の X％が満足する。 

指標 2：対象研修機関からのインターンシップの数が増加する。 

 

（3）成果 

成果 1：アパレル産業界のニーズに合わせた研修計画が策定される。 

指標 1：3 調査の結果を受け対象研修機関の研修計画が策定される。 

 

成果 2：PKTI と PRGTTI の運営能力が強化される。 

指標 1：X 個のカリキュラムが開発され TOT とモデルコースに活用される。 

指標 2：研修生の X％が会員企業に紹介される。 

指標 3：研修の評価が継続的に研修の向上に反映される。 

指標 4：女性研修生の数が 50％に増加する。 

 

成果 3：FETI の研修実施体制が整備される。 

指標 1：X 個のカリキュラムが開発され TOT とモデルコースに活用される。 

指標 2：X 名の講師が雇用され訓練される。 

指標 3：女性研修生を募集する活動が X 個実施される。 

指標 4：120 名の女性研修生が入学する。 

 

成果 4：アパレル製品の市場拡大と女性の雇用拡大のために、官民の連携が強化される。 

指標 1：タスクフォースの会合が定期的に開催される。 

指標 2：タスクフォースにより実現可能なアクションプランが作成される。 
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（4）活動 

1-1．アパレル産業の人材育成ニーズ調査を実施する。 

1-2．国際的なアパレル産業の動向調査を実施する。 

1-3．研修実施地域における社会・ジェンダー分析調査を実施する。 

1-4．活動 1-1 から 1-3 の調査結果を踏まえて、対象研修機関で行う研修計画を策定する。 

1-5．研修計画に沿った機材の整備計画を策定する。 

 

2-1．活動 1-5 の整備計画に基づき、PKTI と PRGTTI に必要な研修機材を調達・設置する。 

2-2．PKTI と PRGTTI の現行のカリキュラム、シラバス、研修教材等を把握・分析する。 

2-3．産業界の動向とニーズに基づき、現行のカリキュラム、シラバス、研修教材を改善す

る。 

2-4．PKTI と PRGTTI の研修講師に対して、技術と教授法に関する TOT を実施する。 

2-5．活動 2-4 に基づき、モデルコースを実施する。 

2-6．モデルコースを評価し、その結果を以降の研修計画に反映する。 

2-7．活動 2-2 から 2-6 を繰り返すことにより、研修内容を継続的に改善する。 

2-8．アパレル産業の中間管理者及びラインリーダー向けに工場管理の短期研修コースを実

施する。 

 

3-1．活動 1-5 の整備計画に基づき、FETI に必要な研修機材を調達する。 

3-2．産業界の動向とニーズに基づき、新設研修機関のカリキュラム、シラバス、研修教材

を成果 2 の活動を活用して整備する。 

3-3．新規雇用された研修講師に対して、技術と教授法に関する TOT を実施する。 

3-4．研修機関の運営（就労支援を含む）に関する OJT を実施する。 

3-5．女性研修生の入学を促進するための活動を実施する。 

3-6．活動 3-3 に基づき、モデルコースを実施する。 

3-7．モデルコースを評価する。 

 

4-1．アパレル製品の市場拡大と女性雇用の拡大のための官民連携タスクフォースを設立す

る。 

4-2．活動 4-1 のタスクフォースにより、マーケティング調査を実施する〔競争相手国（例：

中国、インド、バングラデシュ）の分析を含む〕。 

4-3．活動 4-2 の調査結果を関係者と共有するセミナーを実施する。 

4-4．タスクフォースメンバーにより、アパレル製品の市場拡大と女性雇用の拡大のための

戦略とアクションプランを作成する。 

 

（5）前提条件 

①プロジェクト活動地域における治安が悪化しない。 

②FETI の施設が整備される。 
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（6）外部条件 

・成果達成のための外部条件 

①パンジャブ技能開発基金（PSDF）などの政府資金が継続する。 

②講師が適時に採用・任命される。 

・プロジェクト目標達成のための外部条件 

研修機関の講師と職員が異動しない。 

・上位目標達成のための外部条件 

パキスタンの経済状況が向上する。 

 

３－２ プロジェクトの実施体制 

（1）プロジェクトサイト 

ラホール市及びファイサラバード市 

 

（2）受益者 

1）直接受益者 

繊維省の研究開発・アドバイザリー部門（Research, Development and Advisory：RDA）部

の職員、対象研修機関 PKTI と PRGTTI の校長、講師、職員、PHMA と PRGMEA のタス

クフォースメンバー 

2）間接受益者 

モデルコースに出席した研修生、研修機関から卒業生を雇用した企業、PHMA と

PRGMEA の会員企業、パキスタンのアパレル産業セクター 

 

（3）事業スケジュール（協力期間） 

2016 年 1 月～2019 年 12 月を予定（計 48 カ月） 

 

（4）実施機関 

繊維省（MINTEX）、PKTI、PRGTTI、FETI、PHMA、PRGMEA、FGCC 

 

（5）投入 

1）日本側 

①専門家 

（総括/アパレル産業人材育成/生産技術、研修管理/産学連携、生産化計画/縫製技術、生

産保全/機材計画、生産保全/機材計画、マーケティング、女性の経済的エンパワーメン

ト、業務調整） 

②研修員受入（本邦/第三国研修） 

③機材供与 （研修用機材） 

2）パキスタン側 

①カウンターパート（C/P）の配置（プロジェクトファシリテーター、プロジェクトコー

ディネーター、PKTI/PHMA 職員、PRGTTI/PRGMEA 職員、FETI/FGCC 職員） 

②プロジェクトオフィス（繊維省、PKTI、PRGTTI、FETI）  
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（6）合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC） 

JCC は少なくとも年 1 回、繊維省にて開催される。 

 

（7）テクニカル・ワーキング・グループ（Technical Working Group：TWG) 

TWG は実務的な情報共有のため、年に 2 回、ラホール市とファイサラバード市で開催さ

れる。繊維省、PKTI/PHMA、PRGTTI/PRGMEA、FETI/FGCC 及び JICA 専門家が参加する。 

 

３－３ プロジェクト実施上の留意点（専門家配置に関する考え方） 

本事業での専門家配置に関しては、支援対象 3 機関の現行カリキュラム及び要請、繊維省及び

産業界のニーズ、工場視察や産業団体へのヒアリングにおいて判明した生産現場での課題等を検

討した結果、最終的に下記のような専門家配置案を提案し、M/M 協議でのパキスタン側の同意を

得た。 

 

表３－１ 本事業 専門家配置案 

担当分野 想定される主な業務内容 特に重要な専門性 

①総括 / アパ

レル産業人

材 育 成 / 生

産技術 

アパレル生産技術に関する専門的観点か

ら、生産管理系科目（バイヤーから生産の依

頼を受けた工場での生産技術に関する領域）

の技術移転のほか、②と協力の下で、専門家

技術移転計画全体の設計、特に③④⑤分野の

技術移転内容の詳細を調整・管理。繊維省及

び産業側に対する技術的知見に基づいた提

言・技術移転も適宜行う。 

（1）アパレル製造における

生産管理・生産技術、人

材育成・技術指導に関す

る知見・経験 

（2）東南・南アジアにおけ

るアパレル産業の産業振

興・人材育成システムに

関する知見 

②研修管理 /

産学連携 

産業人材・社会ジェンダー調査等に基づい

た専門家技術移転計画全体の設計と進捗管

理、シラバスやテキスト類の整備を①と共同

で実施。併せて、生徒募集と就職支援、訓練

ニーズの吸い上げ、日本的生産管理に関する

情報発信等に関する産学連携の推進も担う。

さらに、現地行政が制度的対応を開始してい

る労働者の権利・環境等のコンプライアンス

に関するシステムの整備状況に関して最新

状況を情報収集し、適宜 JICA プロジェクト

対象 3 機関での講義・セミナー等への反映を

行う。産業振興マーケティング支援（PDM

における活動 4）については、主に産学連携

（タスクフォースの組織化と活動促進）、専

門家技術移転計画と進捗管理等の観点から

かかわる。 

（1）カリキュラム・研修計

画に係る知見・指導経験 

（2）職業訓練プロジェクト

における学校運営や産学

連携、特に生徒募集広報

や訓練ニーズ調査、就職

支援策での連携に関する

知見・指導経験 

  



 

－47－ 

③生産化計画

/縫製技術 

主に生産受注後、本生産に入るまでの可縫

性チェック、生産用パターン、グレーディン

グ、裁断、仕分け、技術・作業標準に到る領

域にかかわる視点から、生産管理系科目の教

材作成と技術移転を実施。併せて、最も技術

移転対象コース・教員の多く見込まれる縫

製・仕上げ技術に関する技術指導を担当。 

（1）アジア諸国の実情に即

した、本生産に入るまで

の生産化計画に関する知

見・指導経験 

（2）工業用ミシン等を活用

した縫製技術に関する知

見・指導経験 

④生産保全

13
 

/機材計画 

生産機械のメンテナンスに関する既存

Machine Maintenance 系科目講師への技術移

転のほか、品質管理的視点から、TPM にか

かわる領域をすべての関連科目（縫製技術や

品質管理系科目等）でのカリキュラムに反映

し、技術移転を実施する。また、PDM の成

果 1 の諸調査結果とカリキュラム計画に基

づき、各対象訓練機関の機材調達計画を策

定、調達実務を支援する。 

アパレル産業の設備機器

（調達予定機械全般）に関

する機構・メンテナンス・

品質管理に関する知見、及

び技術指導経験 

⑤マーケティ

ング 

アパレル産業の輸出振興に関して、周辺競

合国等との政策・産業事情との比較を踏まえ

たマクロレベルでの政策マーケティングを

実施。なお、産業振興マーケティング支援

（PDM における成果 4）については、他の技

術専門家（①③④）によるミクロ分析（他国

と比較した現地の生産技術水準、欧米・日本

等からの発注内容等を含む）も併せ、専門家

チーム全体が共同で産官学タスクフォース

を支援予定である。 

（1）アパレル産業のグロー

バル・バリューチェーン

に関する知見 

（2）パキスタンの貿易政策

や産業政策（繊維省の政

策含む）に対する知見 

⑥女性の経済

的エンパワ

ーメント 

女性研修生の募集と就業促進に関して、社

会・ジェンダー調査による基礎情報収集と、

その結果の訓練機関運営戦略への反映、セミ

ナー等による情報発信を担当。本事業の進捗

を通じて、上記戦略のモニタリングを行うほ

か、産業振興マーケティング支援活動（PDM

における成果 4）において、女性雇用促進に

関する繊維省の戦略策定のため、情報収集・

分析・提供を行う。 

（1）社会・ジェンダー調査

に係る経験・知見 

（2）女性の雇用促進に関す

る知見 

（3）パキスタンのジェンダ

ー環境に関する知見 
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 TPM（Total Productive Maintenance）ともいう。「全員参加の生産保全・全員参加の生産経営」とも呼ばれ、企業内の全員参

加による設備の最適化・保全を行い、生産性・品質向上を図るのが目的。 
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⑦業務調整 

技術移転実施拠点 4 カ所（研修機関 3 カ所

＋繊維省 1 カ所）におけるロジスティクス調

整のほか、研修管理（特に TOT の進捗面）、

FETI の生徒募集広報機能の立ち上げ、PKTI

と PRGTTIの女性研修生数拡大に関する活動

の実施等を、他の専門家と共同で担当。 

JICA 事業のコーディネー

ター経験 

 

本事業は対象訓練機関が 2 都市 3 カ所にわたり、通常開講されているレギュラーコースだけを

合計しても 3 機関で 23 コースになり、更に PKTI や PRGTTI は短期コース、ドナー支援を受けた

期間限定のコースが複数加わる。このため、表３－１の①③④の 3 名で工場での製造技術・生産

管理に関する中核科目を分担してカバーする体制をとる。また、PKTI や PRGTTI は空き教室の

余裕がなく、講師・教室設備ともにフル稼働の状況にあるため、実習技術や教材作成に関する TOT

については、研修機関・講師側と日本人専門家のスケジュール、ロジスティクス等に関して複雑

なコーディネートと進捗管理が必要になる。このため、業務調整担当を 1 名長期で派遣すること

が望ましい。 

 

３－４ 想定される供与機材 

まず、全体としての供与機材選定方針及び機材リスト（案）作成にあたっての留意点、機材維

持管理、見積もり条件、納入方法を述べる。次に、各研修機関からの機材要望リストと、機材要

望リストを基に選定し M/M に添付した機材リスト（案）を比較しながら、各研修機関への供与

機材選定条件や留意事項を述べる（付属資料 3 参照）。 

 

３－４－１ 全体の供与機材選定方針、留意事項、機材維持管理及び見積条件 

（1）選定方針 

本調査では、機材供与予定の 3 研修機関とも、次の 5 点の方針に基づいて選定を行った。 

①世界基準かつパキスタンで広く使用されている信頼のおけるメーカー、機種、機能 

②特定の衣料品に偏らない汎用性のある機種、機能 

③10 年後を見据えても陳腐化しない機種、機能 

④アパレル生産に不可欠な、知っておくべき基本機能を備えた機種 

⑤産業界の需要を考えた教育的見地 

    

特に、布帛やニットの制限をせずどちらでも使用できる機材を中心とし、汎用性と発展

性に重点を置くことを選定方針とした。対象機関は、現在、ニット（編み物）系の会員企

業の多い PHMA と布帛（織物）系の会員企業の多い PRGMEA のそれぞれの機関が運営す

る訓練機関が対象だが、例えば今やマーケットやバイヤーの一般的な仕様となってしまっ

た布帛・ニットのドッキング、もしくは「ニットのジャケット」に代表されるような「伸

びる素材で伸びてはいけない製品を作る技術」といった複合的な技術を組み合わせた市場

ニーズに対応する必要がある。そのため、機材の供与に終わらず、使いこなしていくうち

に考えながら縫製することができるようになり、自ら機器環境・技術を発展させ新しい発

想で創造的な仕事ができる人材の育成につながる機材導入を心がけるべきである。 
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（2）留意事項 

本調査では、機材供与予定の 3 研修機関からの最終的な機材要望リストが M/M 署名前

日に揃うなど、先方の検討と最終情報の提出が著しく遅れたことにより、作成したリスト

（案）の内容精査と妥当性確認及び価格調査の業務に大きな影響が出た。 

さらに、現地調査後半での繊維省との協議の結果、輸入免税処置を考慮して、今回の

M/M には、各機関からの要望機材の「項目」をできるだけ載せておき、見積もりを基に、

予算との兼ね合いで、必要機種、機種ごとのグレードや数量等、本事業において協議によ

り決議することとなった。ただし、最低限、必要機種、数量、望ましい仕様の精査は行い、

M/M Annex 6 に機材リストを添付した（付属資料 1 参照）。 

以上、2 点の留意点より、本報告書では、①各機関の最終的な機材要望リスト及び②作

成した機材リスト（案）のみを添付することとする。なお、CAD について補足をすると、

現在バイヤーから電子媒体でパターン（型紙）や仕様書などが送付され、グレーディング

（サイズ展開）、マーキング（型入れ）、更に素材特性に合わせたパターン修正も生産国で

行うのが一般化しており、デザインも依頼するバイヤーも多い。アパレル生産においてバ

ングラデシュ、カンボジア、ミャンマーなどの国においても必須の機器となっており、訓

練機関での教育も不可欠である。 

 

（3）機材維持管理 

本事業の機材の定期メンテナンスは基本的に必要のないものとして考えているが、教員

等でメンテナンスができないようであれば、別途、メーカーの整備を依頼することも必要

になってくる。ただし、その場合は教育機関ということもあり 1 年に 1 度程度と考えられ

る。 

「考えて使うこと」を重視した、バージョンアップできる機材の選定を条件としている

ため、理解度に応じて、付属できるアタッチメント、ゲージセットなど細かい部品などは

その都度購入するよう考慮する必要がある。 

 

（4）見積条件 

① 各メーカー可能な限り、パキスタンの代理店より納入し、据付け、試縫い及び稼働を

完了・確認まで盛込むものする。代理店等がない場合はシンガポール手配とするが、

以後のメンテナンスが可能な現地の業者を選定する。 

② CAD ソフトに関してはアカデミック版とし、デジタイザー（型紙読み込み機）やプロ

ッター（型紙書き出し機）などの周辺機器の購入により、用意した PC に専用アパレ

ル CAD ソフトを無償インストールしてもらうなど、可能な限り納入コストを下げる

ことが望ましい。ハードのみ有償、ソフトは無償供与の可能性を模索する。 

 

（5）納入方法 

入札後の納入は、付属資料 PO を基にすると 2016 年 3 月（PKTI、PRGTTI）〜9 月（FETI）

を予定しているが、発注から納品までの期間の見積もり、免税措置もかかわるため、受注

生産等で納期の必要な機種があれば事前にリストアップし、時期を遅らせての納入もしく

は入札の時期自体の検討が必要である。 
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①入荷前までに機器据え付けレイアウト（導線・避難通路確保）の確認 

②①に基づく電燈（仕様検討、800～1,000 ルクス）・電気配線工事、コンプレッサー据付

場所・騒音・湿気対策、エアー配管やエアーホースの性能チェック・準備 

③ミシン用椅子（仕様高さ調整・回転式など検討）、作業テーブル（仕様検討） 

 

３－４－２ PKTI 

（1）PKTI の保有機材及び維持管理体制の現状及び課題 

機材は全般的に古く、なかには 30 年近く前の仕様のものも存在し、総入れ替えが必要

である。 

丸編み（T シャツ生地）機は、それぞれゲージ（針の幅）と役割の違う 4 台が設置され

ていた。丸編み機に関しては整備担当者の顔も見え、それなりに整備されているため、校

内で使用するサンプル程度のものを編むには問題はないと思われ、訪問時も編みたてを実

際に行っていた。 

仕様については、本縫い自動糸切ミシンは、糸切の手間がなく効率がいいため現在アジ

ア諸国多くの工場では一般的に使用され、訓練機関でも設置要望がありリストアップした。 

また、受け入れ先工場がニット関係以外の布帛、ジーンズなどの企業への就職を考慮し、

厚物（ジーンズ）仕様の機器の要望があり、これを選定した。 

 

（2）最終要望機材リストの精査と提示した供与予定機材リスト 

PKTI はニット系の研修機関ではあるが、今後 2 割は子供服やデニムなどの布帛製品に

も対応していきたいとのことで、それらに対応する機材がリストアップ（機材項目 3、6、

9、21）されており、３－４－１の（2）で述べた機材選定のコンセプトと方針にもよく合

致する内容であった。 

最終要望機材リストでは、先方が予算を考慮し、CAD の希望は自らはずしていたが、可

能性を残すリストにするならば加えておいてほしいとの強い要望を追加で受けた。PKTI

でやりたいことが伝わってくる選定内容である。研修の実務と機材の両方が分かる者が協

議に参加していることが大きいと思われる。 

これらの分析と予算との兼ね合いで供与予定機材リストを提示した。 

 

（3）留意点 

PKTI は敷地が狭く、機材の交換や新規調達を行う際に設置場所と設置方法をよく検討

しなければならない。PKTI 校長と副校長からは、研修施設 2 階の屋外スペースに教室を

増設するべく予算の申請中とのことであったが、重い機材を 2 階に置く場合には建築上の

配慮が不可欠である。レイアウト変更等でなるべく１階部分に機材を配置することが望ま

しい。 

CAD 関連は、通常購入すると高価なため当初対象としていなかったが、聞き取りを進め

るうちに機材の対象とすべきではという考え方となった。理由は、産業界側からのニーズ

が高くリストのなかでも優先度が高いためである。背景としては、近年、パターン（型紙）

データや仕様書などがメールで送信されることが一般的になっており、一般企業では必須、

教育機関での対応も今後必須となるだろう。よって、多少グレードを下げてでも機材の数
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量と CAD 全般〔アパレル CAD ソフト、デジタイザー（型紙読み込み機）、プロッター（型

紙書き出し機）などの周辺機器を含む〕は確保したいところである。 

 

３－４－３ PRGTTI 

（1）PRGTTI の保有機材及び維持管理体制の現状及び課題 

PRGTTI は布帛（織りもの）系の業界団体の PRGMEA の研修機関である。２－３で述べ

たとおり、普段のメンテナンスや使用頻度の影響で PKTI よりは良い状態に保たれている

ものの、PKTI 同様古い機材があり、入れ替えが必要とされる。教室に置かれている機器

の整備状況はあまり良くないが、整備すると十分使用可能で、現在のカリキュラムをこな

す分には申し分はないと思われる。ただし、別室で保管されている機材はその限りではな

い。ニット系の機材もある程度考慮され、かなり広範囲にカバーできる機種が導入されて

いるが、主要な本縫いや、オーバーロックなどは、デニムなどの厚物仕様に偏っている。 

３－４－１で前述のとおり、ニットと布帛どちらも対応できるようにするには、薄物用

の機材が必要なため入れ替えは必須だろう。 

 

（2）最終要望機材リストの精査と提示した供与予定機材リスト 

提出された保持機材リストと実際の内容にかなりの相違がみられ、マネジメントレベル

が現場の機材を十分に把握していないことがうかがえる。 

３－４－１で前述のとおり、ニット系の機材もある程度考慮され、かなり広範囲にカバ

ーできる機種が導入されているが、主要な機材は、クラッチモーター世代の古いものであ

り、メンテナンス、部品調達等考慮に入れ、サーボモーター仕様のグレードのものを選定

したが、メーカー、品番、グレード等、すべてが調達可能な単価・数量や全体の予算にか

かわるため、本事業の機材選定の際には、改めて、先方の機材の分かる担当者を交えた協

議が必要である。 

 

（3）留意事項 

デニムを生産する企業の力が強く、講師陣も派遣されているためか、既存機材はデニム

系の厚物用に偏っている。選定時には、薄物やニットの機材を優先し厚物は既存の機材の

活用も考慮することが望ましい。 

CAD 関連は、通常購入すると高価なため、また企業研修で行うことで対応する方針であ

ったため当初は対象としていなかったが、聞き取りを進めるうちに機材の対象とすべきで

はという考え方となった。既存の研修で使われている機材（機材項目 10、11）の更新であ

るが、高価な機材をセットで使用することになり、他の機材に比べ優先度は低い。 

 

３－４－４ FETI 

（1）FETI の施設内の現状及び課題 

施設については、内装工事が中断されている状態であった。レイアウトを組みながら機

材計画を作成してあり、2 階のみ電気の配線も整備されている。2 階と 3 階が同様の生産

ラインのレイアウトとなっている。  
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（2）最終要望機材リストの精査と提示した供与予定機材リスト 

当初 FETI が提出してきた要望機材リストでは、詳細の仕様や使途が明確でなく、機材

担当も不在であった。2 回目の訪問でようやく質疑応答が可能となった。要望機材リスト

の原案作成を担当したのは、FGC 内企業の Interloop 社と Masood Textile Mills 社の技術者

であった。そこで、彼らの要望を聴取したうえで、M/M 直前に提出された最終版の要望機

材リストから、特定の企業にのみ利する機材は排除し、汎用性があり基礎と考え方が身に

つく機材の選定を行った。2 社からのメーカー要望も聞き参考にしたうえで、供与予定機

材リストを作成した。 

提出された機材リストは、提出のたびにかなりの内容の相違がみられ、マネジメントレ

ベルが現場の機材を十分に把握していないことは明らかである。本事業の際には改めて、

先方側の機材の分かる担当者を交えてメーカー、品番、グレード等の協議が必須である。 

 

（3）留意事項 

FETI は未稼働の施設であることをかんがみると、要望機材リスト上の自動機・専用機な

どの量産を前提としたようなものを含んだ 200 台強の要望に応えることは無謀と考える。 

使用可能なスペースも広いことから、機材の機種やグレードの選定により台数も確保で

きるような計画を提案はするが、一度での調達・導入は避けるべきで、整備体制やカリキ

ュラムの充実、生徒の募集状況など総合的な進捗度合いに応じ段階的に判断すべきである。 

 

３－５ その他の提言 

パキスタン側との現地協議において、本事業の範疇に入らない、以下の要請があった。これら

は、より詳細な現地関係者の要望の整理が必要なアイデアではあるが、中長期的視点でのパキス

タンのアパレル産業振興のためには妥当なニーズと考えられるものであり、職業訓練に関する技

術協力プロジェクトとは別のスキームによる対応が好ましい。 

 

３－５－１ 品質試験ラボ 

バイヤーから工場に求められる材料・製品の品質を試験するためのラボ（試験場）に関する

支援要請が、M/M 協議の場で産業界側から出された。具体的には、生地や製造物の色落ち、縮

み、滑脱（縫い合わせの不備で、生地が抜け離れてしまう）、シーム・パッカリング（縫い縮

み）等のテスト用の機材・設備支援が求められる。日本の公設試験研究機関

14
に該当する公共

試験場を産業団地に設置して産官共同で運用し、設備投資の難しい中小アパレル関係企業がこ

れらの施設を借りて試験を行うなどの運用方法が想定できる。工場レベルで求められる試験機

材は大学用の研究機材に比較すると比較的小型・安価あり、中国やタイ、カンボジアの大手工

場では保有されているものであるが、職業訓練案件で扱うには高度で、かつ人材需要のボリュ

ームも限定的であるため、本調査のスコープ外と整理した。別途対応可能と思われるスキーム

                                                        
14

 日本の地方公共団体に置かれる公設試験研究機関（通称「公設試」）は、産業試験、研究及び企業支援に関する業務を行う。

独自の研究開発や講習活動のほか、一般企業向けにラボ施設や試験機器のレンタル、依頼試験分析等のサービスを行って

いることが一般的である。制度の当初（例：工業の場合は明治 30 年代）は、農業、畜産業、水産業、林業、工業、工芸な

ど分野別の試験研究機関として設置されていたが、特に近年は分野をまたいだ統合や独立行政法人化、公設試同士の地域

内連携等の取り組みが進んでいる。 
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としては、日本の中小検査機器メーカー製品を活用した中小企業ノン・プロジェクト無償資金

協力、女性や村落部居住者の雇用創出等に直結する仕組みにパキスタン側が整理した場合は草

の根・人間の安全保障無償資金協力等での対応が考えられる。 

 

３－５－２ 高等教育支援 

国立ファイサラバード繊維大学においては、本調査団が想定している産業振興マーケティン

グに関する活動への協力が可能であること（例：Department of Business Administration 等との共

同調査、産業側に対するセミナーや短期コース等のための会場施設提供）が表明され、一方で

研究者の本邦/第三国研修（生産工場や研究機関の視察）や留学支援、産業用繊維・衣料の研究

開発支援、機材設備支援等の幅広い支援ニーズが認められた。産業マーケティング活動の一部

は、PDM の成果 4（３－１節を参照）に係る活動であるが、本質的には本事業とは別スキーム

での対応が求められる。活用が検討可能と思われるスキームとしては、人材育成奨学計画（旧：

人材育成支援無償、留学支援）、JICA と文部科学省による地球規模課題対応国際科学技術協力

（SATREPS、本邦からの研究者派遣や機材供与が可能）、NTU 向けの無償資金協力フォローア

ップ等が考えられる。 
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第４章第４章第４章第４章    プロジェクトの実施妥当性プロジェクトの実施妥当性プロジェクトの実施妥当性プロジェクトの実施妥当性 

 

４－１ 5 項目評価 

（1）妥当性 

本事業の妥当性は次の理由から高いと判断される。 

・繊維省は 5 カ年政策である“Textiles Policy 2014-19”のなかで、高付加価値繊維製品のリ

ーディングカントリーとなるといったビジョンを掲げ、5 年間で輸出額を倍増するという

目標を打ち出している。本事業は、繊維産業のなかでも特に付加価値の高いアパレル産業

の市場拡大に必要な人材の育成をめざして、研修機関の運営能力を向上させるものであり、

この目標はパキスタンの政策に合致しているといえる。 

・同上の国家政策のなかで、繊維省は女性の雇用促進を掲げその実施予算を確保している。

本事業では女性の雇用拡大を視野に入れ、ファイサラバードの繊維工場団地内に新設され

る女性専用の研修機関の能力強化を成果の 1 つとしており、この成果はパキスタンの政策

に合致しているといえる。 

・アパレル産業界のニーズに促した人材を育成することは、パキスタンの代表的なセクター

での雇用創出を拡大させる。一方で、地方の女性の経済的エンパワーメントにより貧困削

減をめざすものであり、日本国の開発援助方針と一致している。 

・官民連携を促進する“Public and Private Partnership Taskforce”の設立は、行政、研修機関

と業界団体との連携を更に強化する試みであり、それぞれの機関のニーズと一致している。

また、ラホール市の研修機関では、民間企業のマネジャークラスを対象とした短期コース

を計画し産学連携を強化するため、企業側のニーズに応えている。 

・本事業のアプローチは、研修機関の人材の育成のために、研修のカリキュラム、シラバス

及び教材の改訂を行い、講師の TOT を実施した後に、モデルコースにて講師より研修生

に研修を行い、その結果を次期研修計画にフィードバックするという段階を踏んでいる。

この一連のサイクルを繰り返して研修運営を強化する手法は、C/P の能力強化のアプロー

チとして適切であるといえる。 

・ターゲット地域に関し、ラホール市とファイサラバード市を有するパンジャブ州は、繊維

産業の盛んな地域であり、今後、アパレル・パークの設置なども見込まれ、工場労働者の

需要が非常に高い。特に生産性が高いとされる女性労働者の育成は業界団体からも強く求

められている。一方、パンジャブ州女性局は、女性の経済的エンパワーメントのためにさ

まざまな施策を講じており、アパレル製品の市場拡大と女性の雇用拡大を成果とする本事

業において、地域の選定は妥当といえる。 

 

（2）有効性 

本事業の有効性は高いと見込まれる。 

・ニーズ調査の結果を反映して、対象研修機関ごとに適切な研修計画が策定され（成果 1）、

既存の研修機関の運営能力が向上されたのち（成果 2）、新設の女性研修機関の実施体制を

整備する（成果 3）。これらの活動は、アパレル製品の市場拡大と女性の雇用拡大のために

も官民の連携によって行われ（成果 4）、アパレル産業界のニーズに合わせた、対象研修機

関の運営能力が向上する（プロジェクト目標）ことが可能になる。予定どおり活動が実施
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され、アウトプットが達成されれば、プロジェクト目標の達成は期待できる。 

・プロジェクトの開始時に実施する調査は、「アパレル産業の人材育成ニーズ調査」「国際的

なアパレル産業の動向調査」「社会・ジェンダー分析調査」の 3 種類である。これらマク

ロ及びミクロの分析を反映した研修計画が策定されるため、この調査の結果をベースとし

た研修機関の改善が行われることで、アパレル産業界と地域のニーズに合わせた、対象研

修機関の運営能力の向上が有効に達成されることが見込まれる。 

・プロジェクト目標が達成されるためには、それぞれの活動のなかで能力を向上させた研修

機関の講師やスタッフが異動することなく、研修機関の運営に携わることが必要であり、

本要因が有効性の確保につながる。 

・官民連携のもと研修機関の運営能力向上を図るプロジェクトであるため、インターンシッ

プの企業側受入人数、卒業生の企業への紹介件数、就職率、業界団体の満足度等を指標に

加えているのは適切といえる。 

 

（3）効率性 

本事業は以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・本事業は既存の研修機関 2 校と新設の研修機関 1 校を能力強化するものであり、既存の研

修機関で開発されたカリキュラムやシラバス、教材などは、新設の研修機関で十分に活用

されることが見込まれる。 

・3 つの研修機関を能力強化するために計画された専門家の数と期間は適正であり、全員が

3 つの研修機関それぞれと繊維省において必要な時期を選んで業務を遂行するため、効率

的である。 

・投入する機材は、卒業生の就職先である業界団体メンバー企業のニーズを含めて選定され

ているため、業界が求める職種において無駄なく研修生の技能を向上させることができる。 

･ 既存の研修機関では、講師は業界団体メンバーの企業から派遣されていたり、インターン

シップや就職が直接これらの企業の協力により行われていたりして、産学連携の土台は既

に整っているため、成果 1 から 4 の活動は、これら業界団体と連携のもと、効率的に行わ

れると見込まれる。特に成果 4 の活動は、パキスタンの輸出拡大をめざすうえでの競争国

の分析を含む市場調査を本プロジェクトで形成した官民連携タスクフォースで実施する

ものであり、将来的な人材育成の方向性を見据えた研修計画に貢献する。 

・アウトプットを達成するための必要な活動が盛り込まれていると判断される。活動はそれ

ぞれ具体的に設定され、投入のタイミングは適切に計画されており、こうしたプロセスに

より関係機関・関係者のキャパシティ・ビルディングが図られるものと期待できる。 

・他ドナーの支援により CBT システムが促進されており、本プロジェクトで行うカリキュ

ラム改訂や教材開発の一部は、既に開発されたカリキュラムをベースに効率的に行うこと

が可能である。また、対象研修機関では、他ドナーによる衣料産業の人材開発研修コース

の支援が過去に行われており、この知見や教訓を十分に生かすことができる。 

・本邦研修及び第三国研修については、日本のアパレル企業や研修機関での知見を共有する

ほか、アパレル製品の輸出において多くの事例と経験をもつタイや中国等も視野に入れ、

効率的な計画を想定している。  
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（4）インパクト 

本事業によって以下のインパクトが発現することが期待できる。 

・本事業のパイロット活動により対象研修機関の運営能力が向上し、繊維省と業界団体によ

る普及活動が促進されれば、上位目標であるアパレル産業の市場拡大のための人材の育成

は達成されると見込まれる。プロジェクト終了後は、プロジェクト期間中に育成された人

材が研修や教材開発を通じて培った知見を展開していけば、対象地域以外にも裨益効果が

普及することが可能と考えられる。また、プロジェクト活動で作成したアパレル製品の市

場拡大と女性雇用促進のための戦略とアクションプランを活用して、更に高付加価値な製

品開発やその輸出戦略を官民連携で行うことが期待できる。 

・本事業で育成される人材は、業界団体メンバー企業のアパレル工場での就労が見込まれて

おり、若年の失業率の低下に貢献する。また、特に輸出向け製品を生産するアパレル企業

では、国際基準への適応や労働法に基づいた労働条件の整備が進捗しているため、労働者

の生活水準が上がるとともに、その家族やコミュニティの生活の質の向上に資することが

見込まれる。すなわち、事業で対象とした研修生とその家族、コミュニティにも裨益効果

が期待できる。 

・一方で、特にファイサラバードの対象研修機関は、市内及び周辺の農村地域からの女性た

ちを対象とした研修機関であるため、これらの女性たちが将来的にアパレル産業の労働者

として雇用されることで地域社会に生ずる正のインパクトと負のインパクトについて、数

年後をめどに追跡調査を計画し、インパクトを検証していくことが望ましい。 

 

（5）持続性 

持続性については、財政面での持続性の確保が課題である。 

・政策面での自立発展性は見込まれる。パキスタンにおける繊維産業は経済の要ともいえる

位置づけであり、なかでも高付加価値をもつアパレル産業の人材育成は喫緊の課題である。

また、繊維省の 5 カ年計画“Textiles Policy 2014-19”に明言されたマーケット多様化への

取り組みは、中国、インド、バングラデシュなどの競争国の動向を視野に入れながら、今

後もより重要性を増していくものと考えられる。 

・技術面での持続性は、予定どおり活動が実施されれば、十分な程度見込まれる。プロジェ

クトで育成する講師は、政府研修機関で講義や実習を行うと同時に業界団体メンバー企業

の工場で勤務する技能者である場合が多いため、研修計画の PDCAサイクルを習得すれば、

将来的にも産業界のニーズに応えた研修の改訂を繰り返し行うことが見込まれる。また、

プロジェクトで開発した研修教材は、育成した講師により他校や他地域の現場でも活用さ

れるため、技術面での持続性は確保される見込みである。 

・本事業で開発及び改訂したカリキュラムが NAVTTC に共有され、その改善点が取りいれら

れることで、全国の研修機関への技術の波及が期待できる。 

･ 本事業で設置した機材は、生産保全の観点から、TOT やモデルコースでの研修を通じて維

持管理される。これらの研修で育成された人材が中心となり、機材の持続的なメンテナン

スを行うことが可能となる。 

・ 財政面での持続性は現時点では必ずしも高くない。既存の研修機関である PKTI と PRGTTI

では、PSDF により、研修生の学費、教材、制服、交通費、日当などがすべて無料で支給
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されているため、財政面での持続性は本ファンドの継続にかかっている。新設校である

FETI においても、施設や必要な資材は現状では未整備であり、プロジェクト開始までのイ

ンフラ整備には、繊維省の更なるコミットメントが求められる。また、本事業では、FETI

の女性研修生を募集し、育成し、就職斡旋に導くための体制を築くため、この一連の取り

組みを自立的・継続的に繰り返すための財政的基盤が問われる。 

・ 女性の研修生が学びやすい環境（女性トイレ、デイケアセンター、女性用ミーティング室、

通学バス）の整備は、女性を継続的に育成するために欠かせない取り組みであり、3 校と

もに、今後これらの施設の整備やメンテナンスの予算措置が持続性のためには必須である。 

    

・貧困、ジェンダー配慮等 

本事業の最終裨益者は、一般に貧困な状況にある男女のうち、特にアパレル産業での雇用

機会を求める若年層である。同産業界では、手先が器用で集中力があり勤勉であると認識さ

れている女性工場労働者への需要が大きく、本事業もそのニーズに応えて人材育成を行い、

雇用拡大をめざすものであるため、研修機関や就職先の企業において女性が学びやすく働き

やすい労働環境を考慮するとともに、企業側の労働条件やコンプライアンスに十分配慮する。

また、研修生のジェンダー、民族、年齢などの複合的な視点にたった対応と取り組みを行う

ことに留意する。 

 

４－２ 結論 

本事業は、パキスタン政府側の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高いといえる。プロジェクト目標達成の

ために必要な成果、専門家に対する具体的な要件が適切に設定され、プロジェクト目標達成の見

込みも高いといえる。 

なお、本事業の対象機関の 1 つである FETI は新設予定校であり、プロジェクト開始までのイ

ンフラ整備、及びプロジェクト終了後を見据えた財政的基盤について、繊維省の強いコミットメ

ントが求められる。 
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第５章第５章第５章第５章    団長所感団長所感団長所感団長所感 

 

JICA 国際協力専門員 上田上田上田上田    隆文隆文隆文隆文 

パキスタンはモヘンジョダロ遺跡から綿布が出土するほどの古い歴史をもち、現在でも繊維産

業は重要産業の 1 つとなっている。しかし、繊維産業のバリューチェーンのなかでも最も労働集

約的で雇用への貢献度が大きいと期待されるアパレル産業については、中国、インド、バングラ

デシュには及んでいない。筆者は 2 年間バングラデシュに駐在していたことがあり、ダッカ市内

のアパレル製造工場に通勤する鮮やかな民族衣装を着たバングラデシュの女性たちの姿を毎日

目にしていた。かつてはパキスタンの一部でもあり、しかも工業化の側面ではパキスタンからも

遅れていたバングラデシュであるが、アパレル産業はパキスタンよりも先を行っていたことを今

回改めて認識した。 

本事業はパキスタンにおけるアパレル製造業の競争力強化のための人材育成を中心としたも

のである。この産業は雇用創出に貢献するだけでなく、特に女性の雇用機会の増進を通じた経済

的エンパワーメントにも貢献するものとして期待される。他のアジア諸国の例では、この業種で

は雇用の約 6 割が女性になる可能性があるという。女性の雇用を増やすことはパキスタンのアパ

レル産業自身の方針にも合致するものであり、FETI だけでなく PKTI や PRGTTI もその方向にあ

る。 

本事業では業界主導で設立・運営されている既存の 2 つの職業訓練校と、アパレル産業専用の

新設の工業団地内に設立されつつある新しい職業訓練校の合計 3 校の能力強化を通じた人材育成

を柱としている。職業訓練は通常パキスタンにおいても他国でも民間との連携が大きな課題とな

っているが、本事業で対象となる 3 校のうち、既存の 2 校は業界団体が主体となって運営を行っ

ていることが特筆される。工業団地内にある新設の訓練校は公設ではあるものの、他の 2 校での

経験をも参考にできることは、3 校同時に支援対象となることのメリットであろう。ところが、

既存の 2 校においても品質・生産性向上に関するコースは現在でもあるにもかかわらず、その内

容については十分ではないようだ。これはパキスタンのアパレル産業自体が品質・生産性向上に

関する基本的な考え方やさまざまな手法を取り入れていないことの表れであるとも推察される。 

そこでプロジェクト名にある「マーケット多様化」が重要になってくる。当初パキスタン側は

繊維大学における新製品の開発への支援といったような内容を考えていた様子であるが、限られ

た時間ではあるものの工場訪問や業界との話し合い等を総合した結果、今後上記のような競争相

手に追いつくためには業界全体として「ものづくり」の基本を十分培うことが必要との認識に至

った。つまり、競争相手が売り込みに成功している欧米や日本のバイヤーに対して品質面、価格

面、デリバリー面のすべてにおいて信頼を得られるようになる必要がある。これらものづくりの

基本であって、自ら新製品を売り込む場合にも必要なものである。 

そのためには、職業訓練校における人材育成だけでは十分ではない。いくら訓練をしても、そ

の内容が卒業生を受け入れる企業において生かされる状況になければならない。つまり、パキス

タンのアパレル製造産業全体として今後どのような戦略を立て、行動していくかを考えることが

「マーケット多様化」にはまず必要だという認識をパキスタン側と共有し、本事業において成果

４として設定した。 

アパレル産業では特に欧米の市場を対象とする場合、環境・労働に関するコンプライアンスが

重要課題となる。各国のバイヤーは、自社内だけでなくバリューチェーンの上流にさかのぼって
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コンプライアンスを考えなければならない状況で、GAP、H&M といった欧米のバイヤーは頻繁

に取引先に人を送り込みコンプライアンスに関する監査を独自に行うことが当たり前になって

いる。現在パキスタンは EU から GSP Plus と呼ばれる無税で輸出が可能となる措置を受けており、

そのモニタリング制度のなかでもコンプライアンスの状況が含まれているという。そのため、特

にアパレル産業にかかわる人材育成においては、労働者の権利といったコンプライアンスにかか

わる項目を取り入れることが必要であると指摘されている。この面では既に今回訪問した ILO が

教員を養成済みであるため、本事業が実施される場合には ILO との連携が必要となる。 

なお、今回の出張には開発コンサルタントの 2 名の方に加えて、アパレル産業に日本や東南ア

ジアでかかわっている 2 名の方にもご参加いただいた。この業界の経験者ならではの知見が本事

業で生かされ、パキスタンと日本の一層の友好につながることを期待したい。 

 



付付付付    属属属属    資資資資    料料料料    
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