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スリランカの社会経済状況と

農業構造、農民組織（農協）の動向】

渡辺克司

蝋

、2ノ 冬函

イカロア

、

図1 スリランカの位置と州・行政区

https://kopernio.com/viewer?doi=10.24765/asiadoukou.2019.0_541&route=6k注：出所、

り引用。

本稿は2017年10月～2018年9月に行った鹿児島国際大学在外研修（スリランカ民主社

会主義共和国）における研究成果の一部であり、農業・農協問題研究所九州支部「九

州支部通信第36号追補号」への投稿文を再整理したものである。
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I

(1)

スリランカの一般的概況

スリランカの位置と気候・地理的条件

Cu則ATlCZONES 更11号、スリランカは日本の南西約7,500km、 イ

ンド南端の北緯5.55,から9.55'のインド洋

上に位置する、 インド洋の真珠と呼ばれ、

きらめく青い緑の海に囲まれた国土面積

65,610km2 (北海道の約0.8倍）の涙滴型の

烏（図l)である。国土の大部分は広大な

平原（海抜30～200m)が占める。南中央

部は丘陵山岳地域で、標高2,133m以上に

達し、最も高い山はピドゥルタラガーラ山

で標高は2,524mである。

気候は熱帯性気候、熱帯性モンスーン気Xll咲旺熱市1王貢剛咲、熱市1王七ノスーン気

図2スリランカの気候帯 候で、年間平均気温は30～32度であるが、
中心部のキャンディでは朝晩の温度差が大きく、コロンボに比べるならクー

ラーがなくても過ごすことができる。年平均降雨量はl,270mm程度でモン

スーンの影響を受け、地域により降雨パターンや降水量は異なる。年間降水

量が2,000mm以上の地域をウエット ・ゾーン （湿潤地帯、南西部、国土の

約3割。さらに標高2.000m以上の山岳部を抱える中部高地地帯を包含)、そ

れ以下の地域をドライ・ゾーン （乾燥地帯、約7割） と分類している（図

2)2．北.東部､南東部の平野では降水量は少なく年平均1.000mmを下回り、

南西部においては、特に5月中旬から10月にかけて大量の降雨があり年平均

5,000mm程度になる。

スリランカの降雨は北東モンスーンの雨季(MahaseasonlO～2･3月）

の10． ll月と、南西モンスーンの乾季(Yalaseason4～8･ 9月）の4･

5月に雨期があり、これによって気候は異なる。北東モンスーンはスリラン

2 菊池眞夫, etal. (20")、 3。
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力全土に雨をもたらす一方で、南西モンスーンはウエット ・ゾーンに多くの

雨をもたらすがドライ・ゾーンにはほとんど雨をもたらさない。こうした気

候条件の差はスリランカの農業地理・農業地帯にも大きな影響を与えている。

例えば代表的なプランテーション作物である茶とゴムの栽培はウエット ・

ゾーンの中央高地の南西側斜面にから低地にかけての狭い地域に限定され

る。ココナッツ、シナモン、カルダモン、シトロネラのような香辛料類、カ

カオ、コーヒー類もこの地域の農産物となっている。これに対してドライ・

ゾーンでは、人為的な潅慨がなされない場合は、焼畑農業となり、 クラッカ

ン（稗)、 トウモロコシ、カウピー等の豆類、ゴマ、唐辛子等となる。主穀で

ある水稲は全国的に栽培されているが、ウエット ・ゾーンでは天水田（簡単

な水利施設を持つ場合が多い)、 ドライ・ゾーンでは潅概田での耕作となる3。

（2）スリランカの特徴

スリランカの総人口は2,167万人(2018年）で、 1960年代にはl,000万人余、

2,000万人を超えるのは2000年に入ってからで人口増加率はl.3%と小さい。

労働力人口は856.7万人(2016年）で、産業別の就労者割合はサービス産業

47％、農業等27％、製造業等26％となる。GDPのウエイトが7.0%と小さい

農業部門での就労者の割合が27％と高い。このことは農村での貧困状況を示

している。労働者の多くは日雇労働者としてか、あるいは農水産業などのイ

ンフォーマルセクターで就労している。

表4のように2018年のスリランカの輸出は主に繊維製品・衣料、紅茶、ゴ

ム、原石・宝石類で総額は約119億ドル、輸入は主に原油、織物、食糧、機

械類で総額は約222億ドルで､貿易収支は－103億ドル（表2) となっている。

多額の貿易赤字は外国からの援助と出稼ぎ労働者からの送金67億ドル(2014

年)、観光収入22億ドル(2014年）で補填されている。2005年に多国間繊維

取決(MFA)が満了したことで衣料分野は競争が激化し、中国、 インドに

3 同上、 33-36を参照。
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次いで世界第3位の紅茶産業もプランテーション労働者の不足と競争激化に

よって厳しい状況におかれている。

国土は9つの州・州都（中央州・キャンディ、北中部州・アヌラダープラ、

北部州・ジャフナ、東部州・ トリンコマリー、北西部州・クルネーガラ、南

部州・ゴール、ウバ州・バドゥッラ、サバラガムワ州・ラトゥナプラ、西部

州・コロンボ）からなり、 さらに各州の中には県が25県、郡が324郡、行政

村は1万4.000から構成されている。国民の多くはシンハラ人（74.9％）で、

次いでタミル人(15.3%)、スリランカ・ムーア人(9.3%) (一部地域を除く

値）で、公用語はシンハラ語とタミル語、連結語として英語となっているが、

国のエリート層は英語を話せるかどうかがきめてとされている。宗教は仏教

が70.1%、 ヒンドウ教徒12.6%、 イスラム9.7%、 ローマン・カトリック教

7.6％で、多民族国家、多言語、多宗教の複合国家ともされている。

首都は図1にあるよう西部州のスリ ・ジャヤワルダナプラ・コッテとなっ

ているが、国会以外の機関は隣接するコロンボにあり、行政や経済の中心は

コロンボである。このコロンボを中心とした西部州に焦点を当てた長年の経

済開発により、地方と都市の間では顕著な格差が広がっている。さらに国全

体の貧困削減は一定度は進んでいるものの、高学歴・若年齢（層） ・女性ら

の就職難・失業率(21.3%)の高さの問題など新たな貧困問題も出現させて

いる。もちろん前述したように農村部にはいまだ多くの貧困人口が滞留して

いる‘'。また長期にわたる紛争、農業の生産性の低下、地方労働者の収入獲得

機会の欠落、西部以外の地域におけるインフラの欠如等が貧困削減にとって

も大きな障害となっている。

1 国民一人当たりのGDPでは確かに4,000ドルを超え、貧困率も解消（表6) されつつあ

るが、臘村における住民の装いなと．をみていると「豊かさを実感」できない。 「豊かさ

を実感できるのは絲済成長の受益苫として急成長した一部の富裕層および特権的ビジ

ネス・コミュニティ、 また都市に住む市民などの一握りの人々に限られている」足羽

與志r･ (2013)、 ll9との指摘は同感できる。
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図3スリランカの歴代政権と実質GDP成長率(前年比）

（3）スリランカの歴史と経済発展5

表lにみるようにスリランカでは1505年ポルl､ガル、 1658年オランダ（植

民地化されたのは海岸地帯)、 1815年には英国の植民地にされる。この植民

地化を通じて広大な山林は伐採され輸出用農産物供給基地としてのプラン

テーション農園に変えられていく。英国系企業への土地の払い下げが行わ

れ、プランテーション農業一モノカルチャー農業がすすめられていくことに

なる。この時期から「米作中心の小農経済とプランテーション経済（スリラ

ンカでは「エステート部門」と呼ばれ、労働者はインド．タミル人で主食は

小麦と米、言語はタミル語）が併存するという農業生産の二重性が顕著にみ

られる｣6ようになる。ただし、 1886年に発生したコーヒーのサビ病により

コーヒーは全滅し紅茶、ゴム、ココナッツへと変容してい<｡こうした「プ

罰 鈴木一成（2016)、 6-9c

6絵所秀紀（2011)、291-314
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ランテーション経済」と呼ばれる紅茶、ゴム、ココナッツといった農産物に

依存した経済構造と米作中心の小農経済は1948年の独立後以降もみられてい

くことになる。なお、この当時の貿易黒字の主要をなしたこれらの品目であ

るが、スリランカ国民の生活を豊かにし、福利向上につがることはなかった。

富は宗主国への貢納という役割をにない、福祉の財源とされていくのは独立

後以降のことになる。

1948年にイギリス連邦セイロン自治領として独立し、 1972年にはイギリス

連邦から独立する。国民に「スリランカ」 （スリ ：光り輝く、ランカ：島、

を意味） と呼ばれていたこともあってスリランカ共和国として、 さらに1978

年からは現在の正式名称であるスリランカ民主社会主義共和国として歩み始

める。

英国からの独立後より政治的には自由主義的な統一国民党UNPと社会主

義的なスリランカ自由党SLFPが交互に政権を取り、経済政策の方向も政権

交代とともに揺れ動いていくことになる。そして、前述のプランテーション

部門には輸出税や特別税が課され、それが福祉政策などの財源に回されてい

く。

1960年に大統領になったSLFPバンダーラナイケ政権では、経済開発は保

健･衛生といった分野を重視し、その結果、識字率の向上、平均寿命の向上、

所得格差の是正といった成果をもたらす。 「健康や福祉の水準が他の開発途

上国と比較して高いことがスリランカの特徴の一つである」 （人口増加率は

0.9～l.396程度、総合特殊出生率が低く、幼児死亡率は7.5 (1,000人、 2019年

3月）、平均余命は75.5(2018年)、成人識字率(15歳以上、男93.0%、女

91.0%、※1999～2007年、 90.8%)人間開発指数は0.770, 76位(2018年）で

他の南アジア主要国くインド、パキスタン、ネパール、バングラディッシュ〉

からは抜きんでている)7とノーベル経済学賞を受賞したアマルテイア・セン

' HumanDevelopmentReportUNDP、 http://www.hdr.undp.org/2019年8月30日閲覧。
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からは「スリランカ・モデル」として高く評価されることになる8．所得水準

に比べ異例ともいえる高い社会開発水準を誇り、その社会厚生を重視した政

策が功を奏し高く評価されるが、その後逆にツケも負うことにもなる。

1977年にUNPのジャヤワルダナ政権が発足すると対外開放的な経済政策

がとられていくが､輸入の急増による貿易赤字（貿易収支）が拡大し、また、

大規模な公共投資を実施したために財政赤字も拡大し、 これがインフレを惹

起し、金利が上昇し民間投資が抑制されるようになる。

このような政党間・政権間に自由主義的な側面と社会主義的な面への揺れ

動きはあるものの、スリランカでは独立後一貫して市場開放経済主義を維持

しつつ、貧困削減、財政改革等に努めていくことになるが、表lにみるよう

に政府は1983年にスリランカからの分離独立をめざして武力闘争を続けてき

たタミル・イーラム解放の虎(LTTE:LiberationTigersofTamilEelam)

と内戦状態に突入にする。

内戦以降の1980年代後半、経済は低迷を続けることになるが、それでもス

リランカはIMF･世銀による支援の下で、経済の安定化や自由化のための

改革を実施する。いわゆる「自由化の第二の波」 (1977年の改革が自由化の

第一の波） といわれるものである。 1988年にIMFから構造調整融資を受け、

財政赤字の削減等を主眼においた改革が実施される。この時期、衣類等の工

業製品の輸出額がプランテーション産品の輸出額を上回るようになり、第1

次産業から第2次産業へのシフトが起こる。

その後、 1990年には湾岸危機が勃発し、紅茶の輸出減少や中東の出稼ぎ労

働者からの送金(輸出額の半分を越える）の減少によって国際収支は悪化し、

1991年にかけて世銀･ IMFから新たな融資を受け、民営化・規制緩和によ

る民間部門の振興策等が実施される。 1994年にはl7年ぶりにSLFPを中心と

したクマラトウンガ政権となるが、こうした路線は継承されていく。

1990年代内戦渦中にもかかわらず年平均経済成長率は約4.5%を示し、

月 鈴木一成(2016)、 6-7｡
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2001年には旱魁による農業生産の減少、LTTEによるバンダラナイケ国際

空港襲撃事件、輸出需要の落ち込み等を原因として、国内総生産の成長は独

立後初めてマイナス1.4％を記録するが、表2のように2002年以降は持ち直

し（4.0％)、 2002年の停戦合意、それに続く経済改革によって経済成長は加

速化し、2003年6.0%、 2004年には5.4%を記録する。2004年12月に発生した

インド洋津波は推定10億ドルの被害をもたらしたが、復興事業のための投資

が活発化したことで相殺され、津波の経済全体への影響は小さく2005年の成

長率は6.0%となる。2006年には政府とLTTEの武力衝突の再開、原油価格

の上昇にもかかわらず、サービス業が堅調に推移したことで経済成長率も平

均5％で推移し維持されることになる。

しかし、開発のための政府支出の増大やLTTEとの戦いのため軍事費は

高騰し、 1995年には政府支出に占める治安・防衛費は80年代の3％台から

28.0％へ、GDP比6.5%と高まり、財政問題を惹起させていく9。ただし、2000

年に入いると2005年には同13.9%へ、GDP比2.9%へ、多少の上がり下がり

はするものの徐々にそのウエイトを落とし、現在は表lのように2017年で軍

事費17億米ドル、GDP比2.1%へ縮小している。このようにこの時期、財政

赤字や貿易収支問題、対外債務問題などのシビアな問題があったにしろ、

2006年からのめざましい経済成長の土台を形成したといえる。

2009年5月にラージヤパクサ政権によって26年に及ぶ内戦が終結すると、

政府は「経済開発」を次なる政策目標として2016年までにl人当たりの

GDPを4,000ドルに倍増させるという 「所得倍増計画」を打ち出す。電力供

給の増強や道路・鉄道網再建などの大規模再建・開発プロジェクト、恵まれ

ない地域の経済成長の促進、中小企業の振興、農業生産の増産などを政府主

導で実施し、さらに民間投資促進を組み合わせて貧困削減を目指す。ただし、

後述するように政府は既に債務・利子返済、公共サービスの肥大化、史上最

大の財政赤字などの問題に直面し、政府の財政投与には限界がつきまとっ

9 前掲、絵所秀記(2011)、309。
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た。結果的には2015年1月、ラージャパクサ政権の集権的で不透明な政策運

営などが国内外から批判を招き、大統領選ではセシリーナ野党統一候補が勝

利する。2019年11月の大統領選では、元大統領の弟のゴダバヤ・ラージヤパ

クサが当選し、元大統領・マヒンダは首相になっている。

（4）スリランカの主要経済の動向と貧困問題

スリランカ経済は2009年の内戦終結後の復興需要や経済活動の活性化など

を主因に、表2のように実質GDP成長率は2011年には8.4%、 2012年9.1%と

高成長を遂げる。その後実質GDP成長率はやや鈍化し、2016年には4.4%と

なるが、2017年3.4%、2018年には3.2%と1989年以降では初めて2年連続で

4％を下回る。景気低迷の主な理由は、断続的な悪天候やIMF融資に伴う

経済構造改革の影響や建設業および鉱業の減速による鉱工業の不調が挙げら

れている'0．

一人当たりのGDPについては2017年には名目ではあるものの、 ラージヤ

パクサ政権が掲げた4,000ドルを超えるという目標には一年遅れではあるも

ののクリアすることになる。また、失業率は若年女性や地域間には格差があ

るものの国全体では4.0～4.4％で推移し、平均消費者物価上昇率も2018年に

は2％台と沈静化しつつある。

表3よりを産業別にGDPの構成比をみると、 まず農林水産業は前年比

4.8％増となるがそのウエイトは7.0%にまでに下落し、他方、サービス業は

前年比4.7％増の57.7％へといっそう伸張する。鉱工業は前年比0.9％増と成

長が鈍化するが、そのウエイトは26.1%と高める。

なお、スリランカ政府は2018年7月に国家輸出戦略を発表し、2017年に

113億ドルだった輸出額を2022年までに280億ドルに引き上げるという目標を

達成するための道筋を示している。また、 2019年4月に同時爆破テロが発生

'o https://www.jetro.go･jp/world/asia/lk/gtir.html世界貿易投資報告、 2019年版、 2019年
8月30日閲覧。
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表1 スリランカに関する基礎データ
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u良 り ・ ラゥュ詞填

軋蚕

軍車力 血民 ． 、 やす迅列理

1 予亙17蝉ドル⑫017年） GDP比21

【2兵役心麟酬

（3）氏力183.000人《陶軍140,000人．竃紐15,0伽人･空軍28m0人）

ま壇屡恵 展裳（紅礁．ゴム、ココナツ、 ,､1 ．郷ﾛ竃

GDP 813侭米ドル〔2016年） （スリ ・ン力中央眼行）

1人ヨプリGDP 4.“5県ドル（2017年） （スリ,ン力中央観行）

畷涜成長＊ 9.1％（2012年》-7.3％（2013薄）→3.1％（2017”

物価上御事 6．9％（2013年コロン那洞同考輯騒上昇車）-6.7％（2017年ロ

失牢ま 4,4粥（2013年）ヨ4.2％《2017年）

買隅額 2016隼

（1）輸出102.0埠米ドル

（2）輸入2“.8像米ドル

主審貿團品目 2016年

（1）輪出エ寵製品（繊維・欠甑製品坤） 7,09t，農戎【2.579百万米ド

（2）輸入中間財（燃料・膿躯関連弊）509，．貸卒財26,8％,柵関Hf （

主唖黄鴎相手菌 2017年
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2016印

102.0埠米ドル
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2016年

､正覗製品｛幽維・欠頭製品弊） 70軸‘農粛（2.579百万米ドル

iN関nf （中間卿（醜畷・哩晦関連等）509，．賢卒伽26,8％

2017年
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インド（21.6船） ．中間《18.9‘ ） ．UAE（8.1船）
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肱出所、“､1個lBmkoISflい､ka2018．他に#I褐．htt”//kopemio.coWvIewer?｡01-10.24765/asIedoukou,20:9.0541&『“1c二6を参l淵
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表2スリランカの主要経済指標の推移
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表3経済構造（産業別GDP比率）の変化

1960 1”0 1975 1980 1985 1990 1労5 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

屈伸水騒璽 37．8 338 304 27．6 27．5 2“ 23.0 19.4際趣副 “ 8．8 74 7．7 8．0 82 7．5 7.ア ア.0
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サービス罠 30．1 31．0 3Z5 33．1 40，3 42．6 45．8 48．8 54，1 5“ 55，1 55．6 56．4 56．9 57．4 56．9 5“ 57．7
注:聞所､的側、友1. 2018年は衙定値

表4スリランカの主要品目別輸出入（通関ベース）
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したが、世界的に有名な観光情報雑誌『ロンリープラネット」では「2019年

に行くべき国ランキング」の一位にスリランカが選出される。2018年の観光

客数は前年比10.3％増の233万人だったとされ、単純に見積もって表lにあ

るように2014年観光客が約130万人で観光収入が22億ドルであったとすると、

観光収入は単純に見積もって50億ドル近くになったと推定できる。4月のテ

ロにより3カ月間ほど観光客は激減したが、 2019年度の観光客数はどうなっ

ていくのか、観光収入はどうなるのか、などが観光立国を掲げてきたスリラ

ンカの試金石になろう。

農村セクターについては、表6にみるように1990/91段階で、農村部

Rural29.5%、Estateエステートは20.5%という高い貧困率を示し、州別に

みると中部州（中央州） 30.7％、南部州30.2％、 ウバ州31.9%、サバラガム

ワ州北31.0%という状況にある。州内部の農村部においては貧困ライン以下

の生活を余儀なくされている多くの農民の存在を示している。2009/10にな

ると北部州12.8%、東部州14.8%、 ウバ州13.7%を除くとほぼ10%を切るま

でになり、 1995/96でエステートの貧困率は38.4%と高まり、 2006/07まで

30％台をたどるが、それでも2009/10になると貧困率は全体的に低下してい

く。政府・NGO、海外からの経済支援、大きくは「食料価格が低下したこ

とおよびプランテーションの雇用および賃金が上昇したこと｣'1が貧困率低

下の要因と考えられている。

Ⅱスリランカの農業構造

(1)農業生産と土地利用、農業構造の特徴

商業的プランテーション農業と自給的小農的農業の併存・混在という状

況、 「農業の二重性」が経済構造とスリランカ農業を特徴づけていることは

前述した。独立以降もプランテーション農業は輸出志向であり、主に茶、ゴ

ムとココナッツの生産を、他方、非プランテーション農業ではシリアル、 上

'1 国際協力機構(JICA) (2012)、3。
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表7－1 ホ田の所有規榔I農家数及び経営面積(2002年） 表8主要農産物の生産状況
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エ、香辛料、野菜と果物のような主に国内消費のための食用作物の生産に関

係してきた（表8， 9)。スリランカの人口の約8割は農村住民であり、そ

のほとんどは家族農業かプランテーション農業に従事している。スリランカ

農業は労働集約的であり、専ら腱村の労働力に依存して農産物その他の生産

を行っている。農村労働力は基本的に家族労働力と農村労働力市場の雇用労

働力からなる。

プランテーション農業の全面的な国有化(1975年） と「緑の革命」と呼ば

れた技術革新は、スリランカ農業の生産性（単収）を高め、同時に土地利用

の拡大を促進し、これによってl960年代以前は約50%の水準だったコメの自

給率は85年には93％になる。ただし、国内賃金の上昇や海外市場との交易状

況の悪化により、以下のような新たな問題が発生する。

それは第1にプランテーション部門の国有化にともなう輸出税の徴収と非

効率化、投資低下による生産性の低下などプランテーション農業の地位の低

落である。第2に伝統的な水田農業の近代化であり、当然それに対応するた

めのため池の再整備、潅慨排水設備の導入をはじめインフラ整備、水資源開

発がなされていくが、投資過多、投資の不効率性の問題が生じる。さらに農

家・農村の資金需要への対応が不十分であったこと、農産物の市場流通組織

整備の遅れ、農民の商業的な対応が不十分であったこと等が重なり貧困が緩

和されるどころか蓄積される。第3に農業生産の成長を支えてきた高役入農
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法（機械・肥料・農薬の投入）は進行する。化学肥料への政府の補助金制度

は1970年代から始まり、安価で容易に入手できたこともありその後右肩上が

りに増加を続け、使用量は当初の6倍、結果として単位面積当たりの収穫量

は3倍に増えるが化学肥料の過剰利用が蔓延する。農業従事者の農業技術に

対する知識不足もあり水田稲作小農経営や紅茶、ゴム、ココナツ等のプラン

テーション農業の土壌をしだいに悪化させ、同時に農薬過多による農民の健

康被害にくわえて、環境問題なども惹起させる'2．近年、余剰な肥料成分に

よる水質汚染等の環境汚染も社会問題化し、土壌劣化より土壌に本来備わっ

ている保肥力や保水力が減少し施肥効果が低下し、 より多くの肥料を投入し

ないと作物を栽培できない地力低下という悪循環に陥っている。そのような

状況に対し、政府も有機質肥料を中心とした有機農業の推進を行っている

が、具体的な有機質肥料供給体制については、現実的な手立てがない。特に

小規模零細農家は化学肥料の高騰と有機質肥料の不足という二重苦に直面

し、困窮している現状にあるとされている。

次に1次資料の利用・分析ができないため、 2次資料からの分析・検討に

なるが、 まず土地利用の状況を農用地面積からみてみたい。 1960年代から

2000年までおよそ190万haで推移してきたが'3,2016年になると農林水産省の

データでは農用地は100万haも増大し274万haへ、耕作地（除く永年作物）

も40万ha増えて130万haとなる。永年作物の作付面積は100万haとほぼ同

じである。こうした農地の拡大の背景にはスリランカ政府による潅慨排水体

系の整備による土地基盤事業の継続があるとされている。その結果表8より

コメの生産状況は2001年269.5万[、 2009年は365.2万t、 2013年には462万tに

増える。 2014年には大雨などの天候不順等による影響もありやや減少し338

万tとなる。つまり、コメ生産の増大の背景には耕地の拡大があり、それが

コメの増産とその自給率の向上に寄与してきたことは明らかであろう。

12前掲、注2，および中村尚司(1992)。

'3前掲、注2．



724鹿児島経済論集第60巻第4号･ (2020年3月）

なお、 2017年には農水省のデータではほぼ半減の162万tまでに激落する。

対して、スリランカのIEconomicStatistics2018』では238.3万tと100万t

ほどの減少にとどまっている。こうしたスリランカと日本・農林水産省との

データの整合性については検討の余地が残されている。

次に農業構造については、 2002年までのデータしか入手できないため

(2002年以降は未公開)、それに限定しかつ2次資料からの農業構造の特徴を

分析・検討してみる。表7の調査対象農家はスリランカの『農業センサス』

による「SmallHoldingSector」の8.09ha未満の小規模農家層を対象にした

データであり、その点に留意しながらみるとlha未満の農家は82%もおり、

1戸当たりの経営面積は1992年0.14haからは3倍程拡大するがそれでも

0.4ha'4と零細である。こうした指摘は、 「2エーカー以下の小規模地主がほ

とんどである」 (Ranathilaka.MBand白武義治2007)との指摘と符号する。

スリランカの農村ではlha未満の農家が大宗を占めるという基本構造は変

わっていない。

さらに低平地と山岳地にわけてみると山岳地の農家の1戸当たりの経営規

模は0.39haで平均経営面積から0.01haだけ小さいだけで大きな違いはない。

ただし、この山岳地帯ではlha未満農家が平均より10ポイントも高い92.4%

であり山岳地帯の方に零細経営農家がやや多く存在していることがわかる。

他方、低平地では1戸当たりの経営面積は0.72haと平均よりl.8倍程大きく

なる。 lha未満の農家は70.4%と山岳地より少なく、かつ2ha以上の農家

の割合は4.7％と山岳地0.8％に比べ高い。経営面積比も19.5%で個別経営レ

ベルでの拡大傾向を想起させている。

なお、2002年のスリランカの『農業センサスjでは「SmallHolding

Sector」は(0.lha未満)、 (0.lha以上）の2分類で、 「EstateSector」は

“例えばl992年時で「人口一人当たりの耕作地而祇を0.14ha」と指摘している。アジア人

口開発協会(1992)を参照。
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(8.09ha以上）だけで、農家構成比はそれぞれ45.0%、 54.8%、 0.2%である'5．

前述した化学肥料に依存した農業生産にはさまざまな弊害が起きている。

人口約2,100万人のうち、約3割が農業セクターに従事している。しかし、

近年の気候変動による異常気象一豪雨と干ばつや原油高による農業資材の高

騰、市場の不安定化などにより多くの農民は厳しい経営を強いられ、貧困ラ

イン以下の生活を送っている。 2013年に入り政府は窒素肥料の補助金を33%

カットするが、これにより零細小規模農家は十分な肥料を入手することがで

きなくなり、作付面積の削減を余儀なくされる。農作物収量の減少と農作物

価格の上昇が、国の安定的な発展を阻害すると危‘倶する声も挙がっている。

次にみる食料自給率の低下状況と無関係でないと思われる。

（2）品目別食料自給率の動向について

表9のように主食であるコメは1980年代に自給率（重量ベース) 100%を

達成し、その他にもトウモロコシ、ジャガイモ、緑豆等、玉葱、ゴマ、アブ

ラナ唐辛子、香辛料、胡椒などは急速に自給率を高めていくが、逆に紅茶の

自給率は1963年2198%と突出していたが、 1970年1769%、 1980年1482%へと

そのウエイトを落とし、プランテーション農業の衰退傾向を示している。

その後、品目によっては1990年を境に第2次経済自由化の影響もあって、

2000年時にはトウモロコシ（18％)、ヒエ、ジャガイモ（29％)、玉葱（44％)、

アブラナ唐辛子(13%)へと品目ごとの外部環境の違いもあるが、全般的に

自給率を下げていく。なかでも主要作物であるジャガイモは29％、 トウモロ

コシは18%へ、 さらに生産性向上が重要な課題となっている緑豆等のマメ類

も激減する。

小麦は従来からほぼ全量輸入に依存し、それが外貨流出に繋がっているに

'う スリランカでは日本と同様に数十戸の農家からなる農村集落が社会を構成していると

されているが、今回の在外研修研究中に農村の土地制度や樅行などについての調査を

行っていない。統計分析と併せ今後の課題としたい。
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品目別食料自給率 もかかわらず、スリランカ政府は

小麦の価格を引き上げることでそ

の消費を減らすという政策にとど

まっている。砂糖の自給率は10%

台と低いにもかかわらず、砂糖・

砂糖菓子、飲料品の輸入額は増大

している。貿易収支の赤字額縮減

という点で砂糖の自給率を高める

ことも課題となっている。

また、スリランカにおいて重要

な多様化作物と考えられている畑

作物と水稲の収益性等を比較した

論文によればトウガラシ、 タマネ

ギの所得は水稲の3倍以上の高い

収益性を示すが、 トウガラシ、 タ

マネギは水稲の4倍以上の労働注:出所、 『スリランカの展枠宴」 1回陳貝弊貰協ﾉﾉ協会． 20“年3j1 ． :4． ‐イイ､三t-巳刀〔↑旧の41首LA_上の万1勤
炎示年を中央領と-ケろ5カイ1報q均偵． 『1鈴率は曲且ベース．

力、 2倍以上の資金が必要で、 さ

らに水の必要量は水稲よりは少ないものの、ヤラ期の降雨量の2倍以上の水

が必要とされている。つまり、 トウガラシ、 タマネギは水管理を含めより高

度な肥培管理、栽培技術的な制約要因、 さらに流通機構がほとんど未整備で

公設卸売市場(DEC:DedicatedEconomicCentre)やその他卸売市場など

への運搬方法の欠除、コレクター・ベンダーが集荷を支配し、後述する農協・

協同組合MPCS、FCsが後塵を拝している状況なと．も作付阻害要因になっ

ているという （(耕野拓一2000）および（独立行政法人国際協力機構and

システム科学コンサルタンツ株式会社2013)。

1妬3 1970 1980 1990 1995 2000

コメ 56 73 89 89 92 96

小麦 0 0 0 0 0 0

トウモロコシ 76 88 95 48 3J 18

レマ
ー甲一 100 100 14 101 85 河

ジャガイモ 6 93 93 99 ” 麺

キャヅサバ 98 98 “ 97 96 94

さつまいも 100 100 ” 1“ 100 100

鰍豆等 17 12 “ 99 86 44

ピーナ･ツツ 92 1“ 00 101 69 55

ﾄマト 1“ 1” 00 ”0 ” 95

玉鮫 32 51 卯 72 55 44

アブラナ店辛子 72 86 97 84 44 』3

ゴマ 98 25 Z15 282 0J 83

柑檎噸 100 00 10 86 63 34

レモンライム 76 00 00 100 00 00

バナナ 100 00 00 100 00 00

パインアップル 100 00 01 101 02 06

牛肉 99 00 00 100 00 00

羊肉 95 00 99 91 84 73

豚肉 88 99 99 101 04 03

鶴肉 100 00 99 99 99 98

卵 99 00 100 100 00 00

牛乳 59 59 59 42 51 38

バター。ギー 1 14 10 18 48 29

砂糖 3 4 10 15 17 10

紅茶 21蝿 1769 1“ 1麺 】“5 2134

ｺコナッツ 130 23 114 119 116 124

コーヒー 】00 00 122 136 1】0 100

ココア 389 68 159 97 83 6ア

香辛料 52 64 94 75 86 63

胡椒 108 22 143 128 Z24 127

アルコール飲料 92 99 70 64 61 67

ビール 90 00 96 95 95 97
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Ⅲ農村農民組織・協同組合組織の動向

(1)スリランカの協同組合組織の歴史l6

スリランカにおける農村農民組織・協同組合組織の評価は惨謄たるものと

いえる。 (Silval977を参照しながら） 「政府の指導で作られた協同組合は政

治目的で利用され、既得権益保守の温床となって、非効率的な資源配分を招

いた。また開発事業を任されるはずだった農村開発組合は、既得権益者とそ

うでないものの格差を拡大させるだけだった」 （荒井悦代2000） と。 「まれ

に腐敗しない組合があって村人に有益な組織と見なされていても、活動的な

核となる人物がいなくなるとたちまち形骸化してしまった｣、 「スリランカの

農村は、構成する村民の均質性に乏しく、経済的な格差が大きいうえに、土

地・水利・雇用など稀少な資源・格差を巡っての競争が激しく、農村組織は

地域の開発に役に立たない」 (Morrison,etal.1979)。

その後、荒井はサナサ（信用・貯蓄信用組合）を対象に、 (Ranathilaka

andShiratake2006)らは総合農協(MPCS)を対象に農業開発や農村発展、

農村の貧困緩和へ果たす協同組合の役割などを問題意識として研究を行って

いくことになる。

ここでは表10， llからスリランカにおける協同組合の歴史を素描したうえ

で、現在の協同組合の現状を簡単にみる。そのうえで、 (Ranathilakaand

Shiratake2006)が明らかにしたことを整理し、今後のスリランカにおける

農協研究の課題についてまとめることにしたい。そのうえでサナサ運動の実

態を紹介し、 「ICMIF5-5-5戦略」についても簡単に紹介しておきたい。

まず表10をみるように植民地下のスリランカにおいて1906年という早い時

期に「農村・農業コミュニティの経済的ニーズを満たすために融資を許可す

る協同組合が始まる」とされている。ただ、どういう意図で、植民地政府が

協同組合組織の導入を図ったのか、植民地．貧しい農村・農民の統治のため

'6下のサイトを参照http://www.coop.gov.1k/web/index.php?option=com_content&view

=article&id=200&Itemid=802&lang=en雄終閲覧2019年8月31日。
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表10スリランカにおける協同組合組織の歴史

年 事 項

1906 展村・艮嚢コミュニティの経涜的ニーズを満たすために敵資を蕨､り．0.ろ協同姐介が釣まる・

1907 良材銀行蕃員会が展衙の酋閥･多璽償蘭間題を飼澄。

1911 セイ画ン慨同組合令公布協瑚純合条例副7号が刷定され、揃導と．監従が17われる｡囚即侭間組合遡由ﾄｰ施盟(?〉

グﾝバﾗ. ﾐﾃｲﾔﾜｻ四阿、合がｽﾘﾗﾝｶ最初の協同組合､サナ‘ｻ（貯甚･愉川協同皿介：魚眼貰生・出資小額、配当なし〕 も訟血．

f協岡胤合』係は放府の圃与さ作られる. 1911年から19”年まで鳴婁昼汀がこのポストを担当．

1942 物資の配玲を効率的にするため金閣ネットで榔費協伺轍合．屍婁'1庵･厘発如合が政府のイニシァで肢Ⅸ、

1930 10断憲法のドで協同紐合衡が股血．協卿咀合艮官はw･K.H･CambeIo

戦ﾛﾔ中は食料･棡費財の配佃ﾐおいて鋼岡組合は亙阿な役荊を染・~す. 1“2-45年の間に酋同鯉合は多敏破血する・ 4麹R合ﾙ､ら4即壁合へ．

1945 砥厨紐合〔同発）術と命私

1947 改飢．政府は倒合を過じて良民駐資を墨供．

1957 さまざまな目的のために設寸された協同瓢合はまとめられ、多IIfﾉJ 〔サービス）協殉輸合（恥'12脚?p…(sGrviEc〉c,~｡p･rntjws“i『tms〕 として各打政延ごとに設立．

NKSは知だ.小充も側当.動ﾒの鰹蛤-食料切拝の妃布､良震捕川J>審旺･紀分も糞鷹．生牽物の販禿簿の室騨以外に砂幡.石鹸沖のfl川必赫品の販先斧も行う｡

1960 蹴同岨合禰には色蝿姐介、鯉口n人範合． 手工藁唾人鰍合、ｻﾀｰ､+など歎柚の組合が〃在．mTsなどは政治画にﾉJ点が風かれたため伐過、サ・ナサも4”0以上か'298削合へ･

1971 憧同純合は駆済事残の範囲に適合するよう再掘成、社会の栴隈内･･'緬或・雀走した経済刷虹として拠大・確立される．

1978 サナサ系壊合が麗弘、 】9鋤年金囚戟蝿設画・

貝蔓支彊怯により士1.539箇所に良藁サーピスセンター(A虻)ﾙ8酸宙､ 40の村稚噸位ごとに1箇所成田･粒子､配料､農典晦の優璽賓軸の配荷・牲廠物の四人、管及恵庭、貝藁金融
1979

拝を狩うとされた。

1980 サナサ銀行婁癖＄実を閃始．保険案膀は1”2年から.2卿年政舵r>卿束飼発パートナーへ．

1989 憶陶鳳合の醸題は、憲睦第13次改正で州の輝題になる．

埋方分噛化によって､中央政府の下にある協閏鳳合闘晃間の役誹＆､制陣円と中央政府との事食飼歴することになる。

個家レベルの有庁.金廠箇周囲合研究所.副食齢日魯側会、公悶2h麓委曲金などの州の国璽ｻｰｽの提供砿、ラインを通じてfｫわれる。

協同組合の艮題､添動の方針を作成し､国家レベルの開発ブログ．'ﾑを実瞳する。協同組合逓動に閃する鋭計レポートを兜桁寸･ろ。

5脚3の叩で「金融包概」の揃進を決める．国連.世界鰹打.保険甦廊のお郷肴で】時ｽﾀｰﾄ. 1，FのH1作画郎余で雌I哩下亭厩局長が災同鎚艮､ I“IFはI軌の保険専碑樋悶．
2015 rIa〃55-5転酪』 5カ国のうち一つにスリランカも入る．
注:出所、 hⅧpゾﾉwwwc“p”・Ivweb/in｡“.php?牛tim-com-cmtenl&vi-零ふflide&idp“ItGmid-帥2&Iang-en、 2019年8月3旧閲覧。

及び荒井悦代『スリランカの展村組徹『サナサ』の飼尭における役翻」 〔 ↓･アジア経済』01 （7） 、 Z唖岫を参剛．

の一機関・機構としたであろうことは想像できるが、協同組合発祥の英国・

統治者の意図がどのようなものであったのか。貧困の緩和・解消、農村貧困

者に力を提供するともあるが、実態的にはどうであったのか手元の資料・報

告書には何も記載されていない．また、英国発の協同組合思想たるものが統

治者含め、スリランカの被統治者にどのように受容され、普及していったの

か、あるいはしなかったのかどうかという点でもまた興味深い。

第2次世界大戦中は食料の配給等に協同組合組織が政府機関と並んで活用

され、そのためその数は急速に増大し、 (RanathilakaandShiratake2006)

によれば1942から1945年の間にわずか42組合から約4,000組合にまでなった

とされている。

戦後は1957年の協同組合改革が「さまざまな目的のために設立された協同

組合はまとめられ、多目的（サービス）協同組合(MultiPurpose (Service)

Co-operativeSocieties)として各行政区ごとに設立」され、 「MPCSは卸売、
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小売も担当。コメの配給・食料切符の配布、農業信用の審査・配分も実施。

生産物の販売等の業務以外に砂糖・石鹸等の日用必需品の販売等も行う」と

された。その当時のMPCSの実態についての検討は残されているが、 コメ

の配給・食料切符の配布にみられるように戦時期に政府機関の下請け・半官

的な組織として位置づけられていたものと考えられる。

こうした状況から1970年代に入ると71年に協同組合法が改正され大規模化

と組織整備､MPCSの課題を明確にし372もの大規模MPCSが再編成される。

政府干渉の強化、逆に言えば政府への依存体質が強化されたといえ、他方で

経済の自由化・オープン化に対応したマーケット志向環境に対応できなかっ

たこと、マネージメント構造が不十分であったことなど総じて経営者能力が

弱かったとされている。当然、大多数の農民組合員のニーズに応えきれず、

協同組合は求,し,力を失っていき、組合員も代替組織を求めるようになる。そ

れが中小規模の農業協同組合(FCs)であったとされている。MPCSは1995

年には372組合から285組合へ、 FCsの数は明記されていないが、表lOから

みる限り2009年以降MPCSは3m組合を維持し、他方、FCsは2009年では

842組合とMPCSの3倍弱にまで増加する。ただし、 2015年になるとFCs

は233組合まで減少する。こうした減少傾向は信用組合(Credit)でもみら

れている。 2009年8,907組合から2015年では6,558組合にまでわずか6年で

2,000組合以上が減少している。当然ながら1組合当たりの組合員数は、信

用組合では133人から215'､82人増、FCsも146人から223人へ77人増、MPCS

だけが142万人もの組合員がやめているため一組合当たりの組合員数は

14,908人から10,286人へと4,622人もの減少となる。こうした事態について直

接対象とした研究はないため、前述の(RanathilakaandShiratake2006)、

(Ranathilaka.M.Band白武義治2007)の研究成果に依拠してみていく。

農家はFCsの組合員とMPCSの組合員を兼ねているケースがあるとされ

ている。このMPCSとFCsの事業上の違いについてみると、 まず共通点は

小売事業（販売購買店） と農村金融、ガソリンスタンド、組合員数の多い組

合では製粉所や小規模作業所、FCsの事業的特徴としては農業生産拡大の
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ためのサービス事業(AE)－土壌管理や肥培管理などの技術指導、やや組

合員数の多いFCsでは農産物の市場出荷等の販売対応事業、それと加工事

業となっている。組合員のニーズに応えるような事業展開を行うようになっ

た点が大きな変化とされている｡

他方で、MPCSの組合員数は1万人を超え非常に多いものの、こうした

多数の組合員へ技術指導を行う担当者(AOEs)は10数名と少なく、当然な

がら十分な対応ができていないことが指摘されている。組合員は従来どおり

農村外のコレクター・ トレーダーに販売し、袋詰め時には増量を求められ、

にもかかわらず販売価格は安く買いたたかれ、結果として農村の家族の7割

は貧困ラインから抜け出せていないと分析している。その結果、農民は農業

への興味・関心を失い、男は労働者として都市中心部での仕事へ、妻の多く

は中近東等海外への家政婦・おF伝いとして出稼ぎに向かうことになるとい

う。

こうして1956年に政府によって再建された(MPCS)と2000年代に総合農

協管内に農民によって設立された農民的総合農協(FCs)についての研究成

果として、 「地域農業発展に果たす事業と地域住民の生活水準を引上げるた

めに果たした多様な戦略の効果を実証的に検討し」「農協が農民に対して行

う農業改良普及、農業生産資材供趙、農産物販売などの事業」 （下線は引用

者)、 「農協はスリランカの農村における全ての組織の中で、これらの事業に

よってサービスを効率的に提供できる最も重要な組織である」と結論づけ

る。ただし、 「第1に、総合農協は農村で約50年間事業を行ってきたが、当

該地域農民の生活水準を良好な状態へ転換できなかった。少数の総合農協は

腱業発展のために幾つかのサービスを提供しているが、多くの総合農協が当

初の期待された目的と乖離して、信用事業サービスや安価な食材の供給事業

なと｡に限られた機能を果たしてきた」こと、その結果、 「多くの組合員がそ

の総合農協の事業に積極的に参加しないし、その総合農協数も減少した。第

2に、対照的に農民的総合農協は農業改良普及、新栽培技術の導入、新品種

の導入、農業金融、腱業生産資材供給、農産物販売など幅広く多様なサービ



渡辺克司：スリランカの社会経済状況と農業椛造、腱民組織（腱協）の動向731

表11－1 協同組合数

2009 2010 201ユ 2012 2013 2014 2015

Credit

Ag“1tufe

Indu畠tfiaI

SchoOIco･oJw3t1ves

Multi-Pufpose

Fisheries

Oth“s

Pfin砲ryS“Ieli“

AⅡs“i酬霞

BankIngu繭Dns

Na1ionaIcc｡o”rativecounciI

Dist『ictco･o“raIWemuncil

MUIti･pUrP“eunuOnS

OIherunIons

SecDndary動UEieties(Umts）

80907

842

6鋼

580

3崎

730

2.758

14.806

14,965

16

1

27

3

113

1印

8,668

744

608

1‘178

306

1.088

1.862

140454

14,鍋7

13

1

27

9

193

243

8.468

”7

609

969

307

1153

1.766

13,969

M.163

16

1

27

8

142

194

8p6“

錨0

669

1.156

3”

1.243

2‘“3

14.7“

14.924

16

】

28

9

126

180

９
０
８
１
８
５
４
５
５
６
１
６
９
８
０

４
５
４
６
０
９
９
０
８
１
２
２
８

３
４
６
１
３
９
１
１
２
１
１

８
Ｌ
ｚ
４
４１１

７
７
６
０
８
９
８
５
１
７
１
６
８
４
６

７
４
７
２
０
１
４
９
７
１
２
２
７

６
３
５
２
３
２
３
６
８
１
１

８
１
八
ｚ
４
４

１
１

6,558

233

301

722

3“

8“

1.620

10.582

10.770

31

５
４
５
８

２
２
０
８

１
１

表11－2協同組合員数 （￥人）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

C『edit

Agr1cUI加『a

1，.姪Gri31

Schoolco-opf『aIives

Mult卜Purp“e

Fisherl“

O1hers

P『imarySocleti⑧s

BankIngunions

Natio”lco今O“rativecOuncH

Dl5Mct“-DpefaMVecouncll

MuIimum“eunlons

O1h“mions

S“ondafy5ocie伽s(Units）

５
３
０
９
７
６
５
５

８
２
７
０
４
０
４
８

１
１
２
息
１
１
３

０

１
４
１
７

５
２
７
４
０
８
９
５

２
２
３
４
６
１
４
一
つ

４
１
２
β
１
５
８

１
５
７

７
８
７
３
２
３
１
１

９
０
３
３
４
４
８
４

５
１
２
５
１
６
３

０

４
７

１ l‘551 2935 3.661 】.｡08

123 103 M3 52

９
０
７
８
３
６

５
１
２
９
８
５

２
９
１
８
４

４
９

１
９
６
５
７
１

３
５
０
０
１
５

２
９
２
０
９

４
Ｌ
Ｚ

１
７
９
３
４
８

４
０
５
２
３
５

２
３
２
０
６

３
１
８

７
９
７
８
３
４

１
０
２
４
７
３

３
１
７
７

句
》
戸
ユ

159 254 ６
１
７
８
２
４

３
４
４
０
５
９

３
〃
２
５
８

１
８
肌１

７
１
０
８
９
５

２
４
４
６
可
ａ
９

３
７
１
９
１○画

１

８
１１

207 652６
７
６
０
４
５

１
３
３
７
０
６

９
〃
１
〃
５

１

８
１１

１
２
６
８

３
０
７
７

９
１
７
９

３
４

９
１
９
３

６
３
８
４

１
１
０
６

１
７
８

４
８
７
６

１
０
５
８

４
１
３
０

９
凸

１

５
７

８
１
９
０

８
７
２
４

０
〃
５

１
５
７

1組合当たりの組合員数 {人）
,

Credit

Agricultufe

Multi-Purmse

３
６
８

３
４
０

１
１
９

■４１

164

164

17.516

９
５
５

８
５
９

１
１
７

口４１

《
ｕ
》
侭
、
》
《
』
》

Ｔ
Ｉ
《
ぜ
八
『

１
４
９
Ｊ
《
ゴ

ー

内

子１

２
９
９

５
２
２

３
２
９５１

２
２
６

２
１
０

４
４
９０１

５
３
６

１
２
８

２
２
２０１

泌;出所Squf”‐、e”rtmentofCD-operativeDeveIopmenR

httpg〃www･statis1ics・gov,|k/Abstract2016/CHAP12/12.112.2.pdf Zo19年8月30日聞観

スを提供している。農民的総合農協は多品目栽培を奨励し、農民の農外就業

機会を作り、農家所得の増加をもたらしている。これらの事業は農家に対し

農業以外にも多様な所得源をもたらし、水稲など単一品目への依存を減ら

し、数年間でかなりの所得獲得を可能にした。しかし、第3に、農民的総合

農協の現在の資本額、管轄地域、組合員数などは小さく、限られている。一

方、総合農協は貧しい農民の所得向上に十分な役割を果たせなかったもの

の、生活資材を安価に販売し、政府による食糧補助の代理機関として価値あ

るサービスを提供している。スリランカにおける地域農業発展にとって、総
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合農協事業の地域農業を勘案した一定の修正と農民的総合農協の事業充実に

よる事業拡大が重要となっている｡」 (Ranathilaka.M.Band白武義治2007)

と結論している。

（2）協同組合・農協MPCS、FCsの市場へのアクセス問題

前述したようにスリランカの場合、流通機織が未整備で、近年設立されて

いる公設卸売市場(DEC:DedicatedEconomicCentre)やその他卸売市場

などへのアクセス、輸送運搬手段に乏しく、コレクター・ベンダーを中心に

した集荷体制が支配している状況にある。一部三輪自動車やバイク、自転車

での農家自身による持ち込みも多い（47％～82％、 （青晴海and板垣啓四郎

2015)) との指摘もあり、価格形成力の点でその交渉力の弱さは否定できな

い。農家組合員からみればそうした機能と役割をMPCS、FCsに備えて欲

しいというニーズは強いと思われる。先の(RanathilakaMBand白武義治

2007）でもそうした事業に取り組んでいるFCsの方が組合員を増やしてい

る傾向を指摘している。

図4にもとづいて農協の事業について説明すると、諸事業のうち精粉など

の「加工」事業をMPCS、FCsは実施しているものの、集荷・委託・買取

販売を問わず、 「販売事業」はMPCS、FCsには欠除、ないしは非常に弱い。

当然MPCS、FCsは価格形成力を持っていないということになろう。逆に

そうした市場アクセス機能と
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いる。MPCS、FCsの弱点である「販売事業」体制の整備と「販売事業」を

通じた価格形成力の強化支援策等を行うことが、協同組合・国内貿易省に

とってMPCS、 FCs等の農協組織展開上の不可欠な課題となっている。

補足レポート'7

サナサ運動と「ICMIF5-5-5」戦略

①組織概要

前述したようにスリランカの協同組合運動は1906年に始まった。サナサ

(シンハラ語で「貯蓄・信用・協同組合」の意）はそれよりやや遅れる1911

年に設立されている。現在、サナサはソサエティ （基盤となる単位組織）の

振興を通じ、全ての人々が経済的に自立して暮らせる市民社会の実現を目指

して様々な分野（銀行、保険、教育、地域開発（建設)）で活動を展開して

いる。約8,000のソサエティ ・組織が加盟し、約100万人が会員となるサナサ

連合に成長しているという （組織構成：村レベル8,023団体、県レベル：48

団体、全国統括l団体)。約100万人の会員というと信用組合の組合員140万

8千人の7割の組織力となる。ソサエティは農村が中心で、多くは600名程

度の小規模な団体であるという。

②歴史等

1970年代終わりに、スリランカが閉鎖経済から開放経済に舵をきったこと

を機に、開放経済の恩恵を受けない貧しい農民や低所得層に対する国際的な

調査がスリランカで行われた。その調査にサナサ連合の現在の会長である

P.A.キリワンデニヤ博士(Dr.P.A.Kiriwandeniya) も参加した。調査では、

公的サービスが十分に行き届かない分野や地域では、協同組合を発展させる

ことが有効な方策であるという結論にいたり、キリワンデニヤ博士自らが協

同組合を通じた村落開発活動を始めることにした｡ l978年に県レベルのサナ

サ連合が誕生し、 1980年にサナサ連合の全国統括が設置された。マイクロ・

17参照、古和lll博子(2018)｡
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ファイナンス（以下、MF)事業では、 1986年に銀行業務を開始、保険業務

はやや遅れて1992年の開始となった。協同組合の事業や各種サービスが認め

られ、 2000年に政府の国家開発パートナーに位置づけられた。新たな取り組

みとして、地域開発事業（建設）が加わった。これによって、雇用の場をつ

くり、これまで病院がない地域に病院等が建設され、住民の生活の質が改善

され、開発事業で得られた収益は地域に還元され、村レベルでの包括的な貧

困脱却が図られている。サナサが掲げる最終目標、 「EconomicJustice (公

平に経済を享受できること）をすべての人々に届けること」の達成に向けて

特に重視していることは、 「組織化（組織力の強化)」「教育」「主体的に経済

活動を行うこと」の3点である。

教育については、当初はキリワンデニヤ博士の自宅で始まった会員・職員

向けの学びの場を、現在では、広大なキャンパスを擁するサナサ大学に場を

移し、大学の運営も会員自らによる自主運営ができるまでにいたった。

③保険事業

MF事業には、融資、信用、保険事業があり、サナサ開発銀行とサナサ保

険組織（生命、損害）等によって運営され、ソサエティで会員向けサービス

を提供している。サナサの保険事業は、 1992年8月に村落レベルで葬儀費用

をまかなう互助制度として発足し、行政では行き届かない分野をカバーする

ような形で、生命・年金付き生命・学資・信用生命（ローン対応型） ・医療・

火災・家畜保険を実施してきた。キリワンデニヤ博士は、 日頃から「備え」

の重要性を会員に教育しており、会員の保険への興味に広がりをみせてい

る。その中で、 「子供への教育が、将来、国を豊かにする」といった考えも

会員に教育しており、学資保険への関心が高い。また、公務員以外に公的年

金制度がないスリランカでは、年金に対する人々の関心も高い。最近では、

極端な天候の変化による貧困を防ぐために、会員への天候に関する教育とあ

わせて、天候インデックスによる農業保険の提供を開始した。小口で手続き

が簡易な保険であるM1はその必要性とともに全国に広がっている。
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④「ICMIF5-5-5戦略」と国際協同組合保険連合(ICMIF)

ICMIFは、国際協同組合同盟(ICA)の分野別専門機関のひとつで、協

同組合および相互扶助組織による保険を国際レベルで推進するための活動を

行っている。その取り組みのひとつが「ICMIF5-5-5戦略」である。これは

2015年に始まったプロジェクトで、 5年間で、 5つの新興国（インド、フィ

リピン、スリランカ、ケニア、コロンビア）に、貧困層のための少額の保険

であるマイクロ保険を普及させ、保険に加入していない500万世帯（約2,500

万人）の貧困層の人々に保障を届けようとするものである。ICMIFには世

界から280団体が加盟、上記5か国の会員組織に対し、先進国の会員組織が

資金援助のほか、実際に専門知識をもった職員を現地に派遣して保険商品の

開発などの技術援助を行い、マイクロ保険の普及を後押ししている。この取

り組みの結果、2016年6月時点で、これまで保険に未加入だった320万人が

新たに保険に加入し、日々の生活に安心を得ている。

フィリピンインド

塾145弾

職⑨､鋼

…⑤"k

灘

心『白丁1瓦哩函鮪でWr姐御I U門j代、引間ロー凸…函R●…麺f3

図5 「5-5-5戦略」対象の5カ国

閑話休題一おわりに一

スリランカは日本ではセイロン島としてよく知られているが、とくに私の

世代ではテレビ朝日系列の『ズームイン11朝!』のWickvさんのワンポイン
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ト英会話(1979年から1994年まで）を通じて、セイロン島、スリランカを知っ

た方が多いのではないだろうか。

日本からスリランカまでは、成田空港からはスリランカ航空の直行便では

バンダラナイケ空港まで約9時間、だいたい10万円弱で行けるようである。

福岡空港から行くとなると上海ないし香港、クララルンプールなどを経由し

て片道で乗り継ぎ時間を含め早くて約17時間前後、遅い場合は28時間もかか

るが、値段は5万円前後から7万円弱で行ける。

スリランカの総面積は6.6万km2で、北海道の約8割の大きさで、そこに

約2,088万人（労働力人口は8567万人、 2017年、国連推計）の人口であるか

ら人口密度は318人/km2で、当然ながら北海道の人口527万、人口密度67.4

人/km2と比べるまでもないが、 日本の335人/km2 (2017年）を下回る程度

である。

ただし、スリランカの事実上の首都（首都はスリ ・ジャヤワルダナプラ・

コッテ）であるコロンボ及びその周辺圏の人口は370万人(2012年）であり、

道路事情の悪さと二輪・三輪車（テュクテュク、あるいはスリーウィールと

呼ばれる三輪タクシー、全20万台のうち6万台がコロンボにあると言われて

いる)、 自動車の混雑事情を間近にみるとトランジットで乗り継いだベトナ

ム・ホーチミンに近い感じを受ける。

なお、在外研修を受け入れてくれたペラデニア大学（コロンボから3時間

前後、約llOkm、空港からも約3時間、約100kmに位置）のキャンパスが

ある（図l)中・中央州のキャンディの人口は9.8万人(2012年）で、首都

コロンボ周辺地域と比べるなら人口はかなり少ないが、道路の整備状況の悪

さと二輪・三輪車、 自動車の集中度も関係し、ペラデニア大学周辺、キャン

ディ周辺は歩道が整備され道路も2車線であったりする箇所もあるが、中心

部から少し離れると片道一車線、歩道はなく側道は未舗装などの道路事情も

あって、朝夕のラッシュ時にはlOkmのところも30分以上も要したりする。

15kmくらい離れた中心部のキャンディに行くとなると40分以上はみておか

ないといけない。



渡辺克司：スリランカの社会経済状況と農業構造、農民組織（農協）の勤向737

こうした喧喋と人々のエネルギッシュでパワフルで、それでいて対照的に

豊かな自然が多く残されているスリランカ、私が物心がつき始めたころの

1960～70年代の日本の高度経済成長期と現在のAI、 ICT化社会が圧縮され

ているようであった。

最後に在外研修の機会を与えて下さった津曲学園と鹿児島国際大学、受け

入れて頂いたペラデニア大学には改めて感謝申し上げたい。
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