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要要約約

【【事事業業概概要要】】

途上国における持続可能な森林経営の実現は、気候変動の緩和、生物多様性の保全や違法

伐採の抑制等に貢献するとともに、それらを通じて地域の安定的な生活及び生産環境を支

えている。そのために、途上国では、森林の減少や劣化を抑制するために、森林の保全を図

りつつ地域住民の生計向上を図る取組が進められている。 
しかしながら、有用な森林資源が存在するにもかかわらず、途上国ではその加工や活用方

法、市場へのアクセスや付加価値向上に関する技術や知見（本事業においてこれらを総称し

て「ナレッジ」という）が十分でないために、持続的かつ自立的な取組となっていない場合

が多い。 
本事業は、途上国による持続可能な森林経営を推進するため、我が国に存在するナレッジ

を活用し、途上国の森林資源を活用した事業に係る課題解決に向けた実証調査等を行い、途

上国が森林資源を持続的に活用して住民の生計向上に資する取組事例を開発し、普及する

ことを目的として実施した。 

【【ナナレレッッジジ国国内内調調査査】】 
途上国の住民の抱える課題を解決する可能性のあるナレッジ情報を幅広く調査・収集し

た。日本の里山で古来使われてきた技術として製炭と紙すきのナレッジを調査した。途上国

ではエネルギー源として薪炭が重要な位置を占め、森林減少の一因になっているので、効率

的な製炭技術の普及は森林資源の有効利用につながると考えられた。和食の「つまもの」と

してマツやモミジの葉などが流通し、山村地域の住民の貴重な収入源となっている。つまも

のは特殊であるが IT などを利用した先進的な取組みで収益性を確保していた。その他、本

年度のナレッジ活用実証事業に関連する技術として、粉末加工技術による途上国未利用資

源の活用、大豆おからの食品加工技術、楽器製造のための熱帯産早生材の木材加工技術を収

集した。またインドネシア、マレーシアなどでプランテーションとして栽培されているオイ

ルパームは森林減少の一因ともいわれているが、環境影響を軽減するためパームの幹や殻

などの未利用資源の有効活用の可能性について日本の研究者によるナレッジを調べた。こ

れらのナレッジはデータベースに収録した。 

【【途途上上国国ににおおけけるる新新型型感感染染症症蔓蔓延延影影響響調調査査】】 
新型コロナウイルス感染症は世界中に蔓延し、経済的にも日常生活にも大きな影響を及

ぼしている。途上国においても影響は大きいと予想され、本事業の推進にも大きな障害とな

りうる可能性があるため、アジア、南米、アフリカの 3 地域の 5 か国（ベトナム、バングラ

ディシュ、ブラジルアマゾン周辺、ナミビア、カメルーン）において、現地につながりのあ
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る国内団体を通じた調査を行った。地域や国の経済レベルによる違いはあるものの、人流抑

制による消費活動の低下、観光産業への影響、物流停滞による木材や森林産品の輸出入停止

などの負の影響が確認できた。一方、家具や菓子類など巣ごもり需要といわれる現象が途上

国でも起きていた。多くの地域で森林の違法伐採の減少がみられ、経済活動の停滞が森林保

全につながっていた。 
 

【【途途上上国国ででののナナレレッッジジ活活用用のの実実証証調調査査】】  

「熱帯性早生材の木材加工」と「サチャインチの食品開発」の２つのナレッジ活用実証調

査をした。前者はタンザニアを対象に、熱帯性早生材の利用課題に対して、日本の楽器生産

のナレッジを活用した。新材であるトゥーナ（Toona ciliata）、ニーム（Azadirachta indica）、

と現行材のマホガニー（Swietenia macrophylla）材を調達し、木材加工に係る実証試験を行い

比較し、楽器搭載への可能性を調べた。後者は、ペルーのサチャインチ（Plukenetia volubilis）

のオイル搾り粕の利用課題に対して、日本の粉末加工技術や「おから」など和食のナレッジ

を活用した。搾り粕を利用しやすく加工して、様々な食品利用を実証した。 
 

【【ナナレレッッジジ活活用用のの実実証証調調査査・・ととりりままととめめ】】  

２つの実証調査事例の結果を、ナレッジごとに整理し、ナレッジの普及に資するよう分析

した。またナレッジ活用モデルを作成した。全てのナレッジは、今回対象とした課題以外でも

参考にできる可能性がある（例えば、別分野、他の産品に対して、等）。ナレッジ情報は、事業

の データーベース（ ）に掲載されるため、誰でも閲覧して自由に参照することが

できる。

 

【【情情報報発発信信】】  

森林ナレッジに関心を抱く事業者やナレッジ所有者への情報提供や情報交換を目的に、
情報発信データベース「森を守る日本のちえぶくろ（ChiePro）」を構築し、ウェブ上に公開
した。ナレッジ国内調査で得られた情報を中心に情報拡充を行うとともに、ナレッジ活用事
例紹介として、過年度に実証調査を実施した案件について、現状及び課題・ナレッジ活用方
法・森林や住民生計への貢献・注意事項などをまとめ、掲載した。 
途上国における森林資源保全およびその持続的活用や森林ビジネスを実施・検討してい

る事業者並びに関連ナレッジ所有者などを対象に、ナレッジ活用モデルおよびデータベー
スに関する情報発信を目的としたオンラインセミナーを開催した。グローバルとローカル
の利益のバランスについての基調講演ならびに、熱帯早生材を楽器材に利用する試み、サチ
ャインチ（ナッツ）副産物の流通促進の試みの事例報告を行い、日本のナレッジを途上国に
適用する可能性について議論した。 
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Summary

About this Project

Sustainable forest management in developing countries contributes to climate change mitigation, 

biodiversity conservation, and control of illegal logging. These contributions also support stable 

livelihoods and productive environments for regional communities. Therefore, initiatives have been 

taken to conserve forests while improving the livelihoods of local communities, which in turn helps 

to curb deforestation and forest degradation in developing countries.

However, developing countries might often lack access to sufficient technology and knowledge 

regarding the ways to, process and utilize the valuable forest resources, access markets, or add value.

These are collectively referred to as "knowledge" in this Project. Lack of knowledge may prevent them 

from making sustainable and self-sustaining efforts.

This Project applied Japanese Knowledge to issues faced when utilizing the forest resources in

developing countries. Empirical studies were conducted to develop cases that developing countries 

utilize the forest resources in a sustainable way, and the local communities could improve their 

livelihoods. The Project aims to promote sustainable forest management in developing countries, by 

developing these cases and sharing it.

Domestic Study of Knowledge

We surveyed and collected a wide range of information to address the problems faced by people in 

developing countries. We examined knowledge on charcoal making and paper milling techniques that 

have been used in Japanese satoyama since ancient times. Firewood and charcoal are important sources 

of energy in developing countries but their production contributes to deforestation. Therefore, we 

believe that disseminating the technology for efficient charcoal production could lead to the effective 

use of forest resources. For example, pine and maple leaves are used as "tsumamono (garnish)" in 

Japanese food and are a valuable source of income for residents in mountain villages. Tsumamono is 

a unique type of food, but its profitability was secured through advanced efforts using IT and other 

means. In addition, technologies related to cases developed included powder processing technology 

to utilize unused resources in developing countries, food processing technology for soybean okara, 

and wood processing technology for tropical fast-growing timber for the production of musical 

instruments. In addition, knowledge on potential methods to effectively utilize unused resources were 

examined, such as palm trunks and shells, to reduce the environmental impact of oil palm, which is 

cultivated in plantations in Indonesia and Malaysia and is a known cause of deforestation. These 

knowledges were added in the database.
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Study on the Impact of the Spread of New Infectious Diseases in Developing Countries

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is spreading throughout the world, and has 

significantly impacted both economic and daily life. The impact is expected to be significant in 

developing countries as well, and it could be a major obstacle in the promotion of this Project. A survey 

was conducted in five regions in Asia, South America, and Africa, specifically, in Vietnam, Bangladesh, 

the Brazilian Amazon periphery, Namibia, and Cameroon through locally-connected organizations. 

The following is a summary of the results: although there were differences depending on the economic 

level of the region or country, we confirmed negative impacts, such as reduced consumption activities, 

due to the restrictions on human travel, impact on the tourism industry, and the suspension of imports 

and exports of timber and other forest products due to disruptions in supply chains. However, a 

phenomenon known as " Stay-at-home demand" for furniture, confectionery, and other products was 

observed in developing countries. In many regions, there was a decrease in illegal logging of forests, 

and the general stagnation of economic activities led to the conservation of forests.

Empirical Research of Applying Knowledge in Developing Countries 

Two empirical researches of applying Japanese knowledge were conducted by contracted 

companies. "Wood Processing Technique for Fast Growing Tropical Timber" addressed the issue in 

Tanzania, by applying Japanese knowledge in musical instrument production to 2 locally accessible 

fast-growing tropical tree species. Lumbers of Toona ciliata and Azadirachta indica (neem), were test 

procured. Their characteristics were investigated, tested and compared with Swietenia macrophylla

(mahogany), an existing product model used lumber, and their potential for use in musical instruments 

were analyzed.

"Development of Sacha Inchi Food" addressed the issue in Peru by applying Japanese grinding 

technology and “Washoku” or Japanese food knowledge, such as use of "okara" (bean curd). Peruvian 

Sacha inchi (Plukenetia volubilis) oil residue was processed, and easily usable ingredient form was 

developed. The innovative ingredient was trialed processing with various food materials and studied.

Integration of the Empirical Research of Applying Knowledge

The knowledge used in the two cases were analyzed, in the aspects of contribution to the case 

results, and for further reach out or dissemination. Knowledge applied models was also created. All 

knowledge used in the cases may be applicable for issues other than those targeted in the cases (e.g., for 

other fields or for other forest products, etc.). The relevant information will be posted on the Project's online 

database (ChiePro) and could be browsed and referred.

Dissemination of Information

To enable sharing of information between business operators interested in forest knowledge and 

knowledge holders, an information dissemination database, “Challenge to Innovative Eco-life 
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Promotion (ChiePro)", was constructed and made available on an official website. In addition to 

expanding and enhancing knowledge primarily based on the information obtained through domestic 

studies of knowledge utilization, the database also includes case studies of applying Japanese 

knowledge, summarizing the current status, issues, applying methods, contributions to forests and 

resident livelihoods, and issues; of past cases which the projects have done in the previous year, 

through empirical research.

An online seminar was held to disseminate information on knowledge use cases and the database 

for business operators and knowledge holders who were implementing or considering forest resource 

conservation, sustainable use of forest resources, and forest business in developing countries. A 

keynote speech was delivered on the balance between global and local interests, and case studies were 

presented on the use of fast-growing tropical timber for musical instruments and the promotion of the 

use of sacha-inchi (seed) oil residue.
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事事業業概概要要

 
背背景景、、課課題題とと目目的的

 
アジア、アフリカ、中南米等の途上国における、持続可能な森林経営の実現は、気候変

動の緩和、生物多様性の保全や違法伐採の抑制等に貢献するとともに、それらを通じて地

域の安定的な生活及び生産環境を支えている。その途上国では、森林の減少や劣化を抑制

するために、森林の保全を図りつつ地域住民の生計向上を図る取組が進められている。 
しかし有用な森林資源が存在するにもかかわらず、途上国ではその加工や、活用方法、

市場へのアクセスや付加価値向上に関する技術や知見（ここではこれを総称して「ナレッ

ジ」という）が十分でなく、持続的かつ自立的な取組となっていない場合も多い。また、

近年の新型コロナウィルス（以下、感染症と記す）の蔓延により影響を受けていることも

考えられる。 
一方で日本は、古来より森林資源を活用して人と森が共生する文化を持つ。そしてそれ

を継承・発展させることにより、地域経済の活性化に役立ててきた。そこには多くのナレ

ッジが存在する。そこで、本事業は途上国による持続可能な森林経営を推進するため以下

の目的にて実施された。 
 
⚫ 日本にあるナレッジを活用して、途上国の森林資源を活用した事業に係る課題解

決に向けた実証調査等を行う 
⚫ 実証調査等により途上国が森林資源を持続的に活用して住民の生計向上に資する

取組事例を開発する 
⚫ 開発事例を普及する 

 

 
図 事業目的
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事事業業活活動動

 
事業では下に記した６つの業務活動を実施しており、本書は１～５の結果・成果等をまと

めた事業の報告書（６）である。詳細は、該当する章をご参照いただきたい。 
 

１、事業運営委員会の開催・・・VII 
２、途上国における技術的課題の把握・我が国のナレッジの調査・・・II, III 
３、途上国でのナレッジ活用の実証調査・・・IV 
４、実証調査結果のとりまとめ・・・V 
５、事業成果の情報発信・・・VI 

➢ データベース構築 
➢ セミナー開催 

６、報告書等の作成 
 

活動は時系列順では、概ね図 I-2 のようになった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 事業の流れ

 
 ⚫ 課題・ナレッジ調査開始 

⚫ 実証調査実施者の募集 

⚫ 第１回運営委員会 

⚫ データベースのメンテナンス作業開始 

⚫ 第２回運営委員会 

⚫ 結果のとりまとめ開始 

⚫ 公開セミナー 

⚫ 第３回運営委員会 

 

 

⚫ 報告書作成 

⚫  
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ナナレレッッジジ調調査査（（国国内内調調査査））

途上国の森林保全や周辺に居住する住民の生計向上、それらにかかわる森林関連の産品
を扱うビジネスが抱える問題は多岐にわたる。それを解決するために適用可能なナレッジ
も幅広い分野に区分した。令和 2 年度は各種ナレッジの区分を検討し、データベースの構
造をつくった。令和 3年度は 1 年のデータベース運用を踏まえ微修正した。現在は、「適用
対象」として特用林産物、木材、林業、環境保全、環境教育、サービスに区分、「適用分野」
として、伝統技術、先端技術、通常技術、ノウハウに区分した。事業の最終目的である「森
林保全への貢献」には、管理能力を強化、森林資源を増やす、利用圧を低減、に区分した。
別のカテゴリーとして、「適用ステージ」を設け、森林の現場に近い川上（生産管理、原料
調達、一次加工、森林管理、植林、生産性向上）、川中（品質管理、付加価値向上、品質管
理、B2B、B2B2C）、川下（マーケッティングやブランディングによる市場拡大）に分類と
している。 
令和 3 年度は日本の里山で古くから使われてきた技術として製炭（炭焼き）と紙漉きの

ナレッジを調査した。薪や炭は途上国のエネルギー源として重要な位置を占めており、森林
減少の一因にもなっている。効率的な製炭技術の普及は森林資源の有効な利用や販売によ
る収益性の向上につながると考えられる。製炭技術は世界中にあるが、日本には製炭技術の
バリエーションが多く、途上国の状況にあわせてナレッジを選択できる可能性がある。 
炭は炊事などの家庭用に限らず、鉄の精錬にも使われており、工業的な価値もある。第二

次世界大戦中から 1960年代にかけてフィリピン、マレーシア、インドネシアなど東南アジ
アに製炭技術を移転し、製鉄用として大規模に炭を製造された実績がある。備長炭と呼ばれ
る白炭も日本のナレッジであり、技術移転先のラオスや中国で生産されるようになった。
BFPRO データベースにはラオスの白炭（マイテュー）が採録されている。一方、アフリカ
ではようやく伏せ焼による木炭販売される段階である。炭焼き窯のナレッジが導入されれ
ば、効率的な製炭により森林保全や収益向上につながるであろう。日本では日常で炭を使う
ことがなくなったが、レジャー用として人気があり、簡便な製炭法も開発されているので、
ペール缶を使った短時間の炭化手法を調査した。 
紙は 4，5 世紀に中国から伝わったといわれるが、明治になって西洋紙が入るまで全国各

地で麻、楮（こうぞ）、三椏（みつまた）などを原料とした和紙製造の手法が主流であった。
現在でも賞状などの記念品や文化財修復などでは高い需要があるが、後継者不足に悩まさ
れている。海外を見わたすとスリランカやタイでは象の糞を用い、和紙と同様の手漉きで紙
が作られている。主に観光用であるが、人気商品になっている。途上国の木質繊維質の未利
用資源を用い和紙のナレッジを使って品質を高めると、観光だけでない用途にも拡大する
可能性がある。 
森林周辺と都市を結ぶことが収益につながる。和食の「つまもの」（モミジやマツ葉など）

を取り扱う「株式会社いろどり」（徳島県上勝町）は山村ビジネスの成功例として知られて
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いる。木の葉一枚に値段が付き現金収入が得られるビジネスモデルの構築は苦労が多かっ
たと聞く。これまではファックス注文に応じて高齢者が山に採取に出向き出荷していたが、
今ではインターネットを使い、使いやすいインターフェースを整え高齢者も自在にシステ
ムを使いこなす、IT を駆使したビジネスモデルとなっている。また、作業者を組織化して
株式会社にするなどの経営手腕も特筆している。途上国でもスマートフォンは日常使われ
ているので、日本の IT 技術を活かした取組みやマーケッティング手法として参考になるナ
レッジといえる。 
オイルパーム（アブラヤシ）からとれる油脂は安価で用途の広い用途に使えるため世界的

な需要がある。インドネシアやマレーシアが主産地では森林破壊の元凶の一つともいわれ
ている。一方で、単位面積当たりのオイル収量が大豆の 10倍の生産性といわれ、化石燃料
に変わるバイオ燃料としても注目されている。ヤシの空果房（くうかぼう）は、搾油時に大
量に発生する。一部を堆肥化する程度で未利用資源となっている。また、オイルパームは 25
～30 年生で生産量が落ち改植されるが、幹は含水率が高いため木材としてはあまり利用さ
れていない。これらの素材は資源量の大きな未利用バイオマスであり、その用途開拓には日
本の研究者も多く参画している。限られた土地を賢く使うという視点は森林保全の上から
重要な視点であり、バイオマスの有効活用は脱炭素社会に貢献し、オイルパーム林周辺の環
境保全にも有益である。日本発の２ナレッジをデータベースに採録した。 
上記のほか、ナレッジ実証事業を行ったサチャインチに関連するナレッジとして、搾りか

すとしてのおからの利用技術、食品加工の微粉砕技術、楽器製造のための熱帯産早生樹の木
材加工技術をデータベースに採録した。 

 

 
簡易製炭方法の一種 和紙の手漉き つまもの販売 

   

オイルパーム林 伐採されたパーム幹 オイルパーム由来の紙 
図 データベースちえプロに採録したナレッジ
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表 令和 年度にナレッジデータベース（ ）に掲載予定のナレッジ一覧

NNoo..  ナレッジ  対対象象  分分野野  適適用用スステテーージジ  

11  つまものビジネス：
木の葉をあつめてお
金をうむ 

特用林産物、
サービス 

伝統技術、
先端技術 

付加価値向上・ブランディ
ング 

22  世界が求める和紙製
造－ユネスコ無形文
化財 

特用林産物 伝統技術 付加価値向上、品質管理、
ブランディング 

33  製炭技術－アジアに
広がる高品質な日本
の炭製造技術－ 

特用林産物 伝統技術、
通常技術 

一次加工、森林管理、品質
向上 

44  簡易炭焼きによるマ
イクロ製炭技術－自
分で炭焼き－ 

特用林産物、
環境教育 

伝統技術、
通常技術 

一次加工、原料調達、付加
価値向上 

55  オイルパーム樹幹を
利用する－熱帯の未
利用資源を活用－ 

木材、特用林
産物、環境保
全 

先端技術 付加価値向上、生産管理、
原料調達 

66  パームオイル産業副
生物の活用～「環境
保全型」への道標  

木材、特用林
産物、環境保
全 

先端技術 生産管理、原料調達、 

77  大豆おからの食品加
工技術－栄養価の高
い未利用資源の有効
利用－ 

環境保全 伝統技術 付加価値向上、市場拡大 

88  粉末加工技術を用い
た途上国未利用資源
の活用 

特用林産物、
木材 

伝統技術、
通常技術 

付加価値向上、市場拡大 

99  楽器製造のための熱
帯産早生材の木材加
工技術 

木材、林業 通常技術、
伝統技術 

原料調達、品質管理 
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途途上上国国ににおおけけるる感感染染症症蔓蔓延延のの影影響響調調査査

調調査査のの背背景景

新型コロナウイルスCOVID-19による感染症は 2019年 12月ころ中国武漢市からの発生
報告後、各国で水際対策としての入国制限や都市ではロックダウンなど厳重な態勢が敷か
れたにもかかわらず、瞬く間に世界的な流行（パンデミック）となった。ワクチン開発によ
り感染が少なくなっても新たな変異株による感染拡大が続いてきた。海外で森林保全や森
林ビジネスを展開している NPO や援助団体、商社などもこの 2 年間は活動停滞状態にあ
る。海外調査活動を予定していた本事業も、渡航制限の影響をうけて計画変更を余儀なくさ
れた。先進国の様子は報道されるが、途上国は情報が得られにくく現況把握が困難な状況に
ある。 

 
調調査査のの目目的的

新型コロナ蔓延下およびアフターコロナにおける事業展開を検討するため、感染症が森林
や木材と関連するビジネスや森林周辺住民の生活に与える影響について調査を行うこととし
た。コロナ期間中も途上国と連携可能な団体と協力して現場の状況を調査し、感染症蔓延の
影響を確認し、その要因を分析することにより今後の事業展開に役立てることを目的とした。 

 
調調査査方方法法

熱帯の東南アジア、南米、アフリカ３地域で調査した。途上国持続可能な森林経営推進事
業などで海外の森林関連事業に実績があり、かつ現在も現地関係者の協力が得られる団体
が調査可能な国を対象に調査した。東南アジアではベトナムとバングラデシュ、南米はブラ
ジル（アマゾナス州とパラ州）、アフリカはカメルーンとナミビアでの調査となった。 
調査は現地の調査員が森林や森林関連産品に関わる経営者や従業員、地域住民等にイン

タビューする方法で行った。インタビューの内容は調査の趣旨にそってインタビュアーが
工夫した。新型コロナウイルスによる制限により対面が難しい場合はウェブ会議や書面で
回答を得た。調査は 2021 年 11 月下旬から 2022年 1月上旬の間に行われた。 

 
調調査査結結果果

ベベトトナナムム

調調査査対対象象：人数 10 人：男女 7:3、30～40 代中心 
業業種種：木材、薬用植物、ハーブ、茶 
社社会会状状況況：マスク常用、ソーシャルディスタンス確保、ワクチン接種1回79％、2回59％ 
生生活活へへのの影影響響：外出・移動規制、ソーシャルディスタンス規制、事業縮小や失業、収入減少、物価上昇 
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調調査査結結果果
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経経済済活活動動影影響響：GDP マイナス、生産と需要の減少、国内移動制限、入国制限、輸出入制
限、原材料価格上昇、ガソリン輸送費上昇、観光客激減 
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そそのの他他：一部の業者による品不足へ投機的動き、不正の拡大、コロナ影響の矮小化、政府

12



 

 
 

への不信、貧富の拡大（教育レベルの差）、低いワクチン接種率 2％、コロナに脆弱 
 
ナナミミビビアア

調調査査対対象象：人数  ６人：男女 4:2、20～40 代 
業業種種：木工、木炭、かご素材、工芸品 
社社会会状状況況：マスクは業務や移動時に着用（罰金）、インタビュー受けた人は誰も受けてい

ない。国民は無関心で現金による奨励策をとるが 36％の接種率。 
生生活活へへのの影影響響：ロックダウン、集会制限、学校時間割変更、銀行取引変更、夜間外出禁止、

食事回数減、生活費倍増 
経経済済活活動動影影響響：GDP1.3%へ半減、物流停滞、販売時間制限、木材の販売量が減少。木材輸送コス

トが約2倍、販売価格約5倍、観光客減による土産物販売激減、輸出入の停滞、雇用削減 
好好影影響響：木炭需要と価格上昇（一部地域、国外へも輸出）。製炭業者は同業者の休業によ

る独占的経営で収益増。建築業の影響は－10％程度と少ない。 
森森林林関関係係：木材輸送停止措置が最近改善、木炭製造販売好調な地域と不調な地域に分化。 
そそのの他他：商習慣の未発達、帳簿なし（記録未整備）、銀行口座なし。低ワクチン接種率と

無関心に対してワクチン接種キャンペーン。貧富格差拡大、汚職の助長 
 
解解析析とと考考察察

新型コロナウイルス蔓延の影響は地域や国、業種による違いが認められた。その中から共
通に見られる影響要因としては、ロックアウトを含む国内の移動や訪問制限、出入国禁止、
国内外の交通運輸制限による物流の停滞があげられる。人流や物流の停滞が経済活動の停
滞につながり所得低下や失業につながっている。アジアや南米ではワクチン接種が受け入
れられているが、ナミビアやカメルーンでは接種率が低いことが特徴的で、これは住民の無
関心や不信感によるものという。経済影響ではサプライチェーンの滞りが事業に直接的影
響を与え、グローバル化が影響を大きくしている状況が見える。購買力の低下とともに、品
薄による物価上昇は貧困拡大につながった。アフリカでは一部の業者が投機的行動により
収益を上げたとの報告もある。製造業においては原料や部品不足、梱包材の高騰、設備投資
の停滞の影響が指摘された。経済基盤の弱い途上国では国際金融の中で通貨安になりやす
く、為替相場も影響を大きくした。最近の原油価格高はガソリンだけでなく、プラスチック
や肥料など石油関連製品の価格も上昇し、コロナ影響の解析を難しくしている。 
森林や木材産業関連への影響に対しては、感染症蔓延後に伐採量が減少したという報告

が多く、森林保全の面からは好ましい。これは、伐採しても運送できないことが原因であり、
移動制限が解除されると元の状況に戻る可能性が高い。一方、ブラジルでは都市で生活でき
ない人々が帰農し一時的に違法伐採が拡大したという。旅行者に頼っている土産品や茶な
ど輸出換金作物への影響は各国で認められた。ブラジルではオンラインエコツアーも期待
ほど集客できなかったという。一方、好影響では木材関係の影響が少なく、家具の需要が増
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して事業を拡大したり、また、健康志向により薬草の需要が高まったという。 
コロナ後にむけた対応としては、生活様式の変化を前提とした対応が必要である。サプラ

イチェーンに課題が多くグローバル市場を想定した事業拡大は慎重になるであろう。地域
内マーケットで着実に成果を積むことが収益確保には重要であり、日本の里山の伝統的な
ナレッジは参考になりそうである。これとは反対に、リモートでのコミュニケーションが拡
大したことはバーチャルエコツアーなど新たな可能性を示唆する。世界中で同様の企画が
進行しているので、コンテンツや配信の工夫が必要であろう。 
巣ごもり需要といわれる家具などの木工品需要は日本でも認められる。日本は高い木工

技術があるので、今後期待されるナレッジのひとつと考えられる。ただし気象条件は木製品
の狂いを生じさせるので、現地にあわせた調整が必要である。また、木材利用の促進は、自
然林の伐採拡大につながらないよう、人工林造成と組み合わせたナレッジの導入が望まし
い。 
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  ナナレレッッジジ活活用用のの実実証証調調査査

 
ナレッジ活用実証調査は、調査実施者を公募選定し、業務委託契約をして行った。公募情

報は５月に JIFPRO のホームページに掲載し、各種メールリスト、外部ホームページ等を

通して宣伝・広報した。応募書類は選考委員会が審査し、表 IV-1 の２社が調査実施者とな

った。 
 

表 令和３年度実証調査案件

＃ 案件名 対象国 調査実施者 

１ 熱帯性早生材の

木材加工 

タンザニア ヤマハ株式会社 （以下、ヤマハと記載） 

２ サチャインチの

食品開発 

ペルー 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

（以下、OC グローバルと記載） 

 
 
JIFPRO は調査実施者と連絡調整し、適宜助言・管理をした。調査実施者とは、次のよう

な共通理解を得て業務を進めてもらった。 
⚫ 各案件が扱う課題を A、日本のナレッジを B とし、A＋B＝C（目標）とする。 
⚫ C は、途上国が森林資源を持続的に活用して住民の生計向上に資するもの、とする。 

次に続く２案件の報告の中でも、この A～C の表記を使用した。 
 

 
図 ナレッジ活用実証調査実施体制

 
実証調査の後半に２案件の現場を訪問した（１２月２１、２２日にヤマハの静岡本社と工

場、２０２２年１月１７日に OC グローバルの神奈川の食品開発厨房）。両案件の実施チー

ムと諸確認調整をし、また調査の協力支援をした（試食品のアンケート回答等）。 
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ナレッジ活用事例１ 

 

熱帯早生材の木材加工技術 

 

 （タンザニア） 

 

  
令和 3 年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業  
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「「熱熱帯帯早早生生材材のの木木材材加加工工技技術術」」（（タタンンザザニニアア））

木材は楽器製造に必要不可欠な材料の一つであり、欠点や狂いの少ない高品質な木材が
選択される。高品質な木材を使い続けるためには、長期の森林管理施業が成されている必要
がある一方、長期の森林施業は多大な労力を要する。熱帯早生材の多くは、パルプや建築材
として短伐期の人工林施業によって育てられており、10～20 年という比較的短い伐採サイ
クルが設定されている。短伐期の施業により原産地の森林には短中期的な便益をもたらす
効果が見込める上、高密度、高弾性といった材質に優れるものがある。しかし、枝打ちや間
伐などの高度な森林施業とは異なる施業体系のため、材質上の欠点が見られることが多く、
楽器等の高機能性を求める用途への使用実績は限定的である。 
ヤマハ株式会社（以下、ヤマハ）の事業では、自社の楽器製造における木材加工技術に基

づき、対象地域にて生育可能な早生材を活用していくことで、早生材の楽器利用の安定的市
場を構築することを目指している。そして、将来的に原産地コミュニティでの安定した中期
的な林産物収益を担保し、楽器製造と地域社会の双方の持続的発展を目指している。 
本実証調査では、その事業の初めのステップとなる活動を実施した。ヤマハが対象とする

早生材の活用を前提とした材料評価、用途開発を、社内に蓄積する既存技術を活用して行っ
た。また、サブテーマとして対象地での樹木育成のトライアルを行った。（期間：令和 3年
8 月 13 日～令和 4年 2月 1日） 
 

ナナレレッッジジ活活用用実実証証調調査査概概要要

表 実証調査テーマ

課題：A 日本のナレッジ：B ナレッジ活用目標：C=A+B 

対象地で育成可能と思われる早生

材（トゥーナ、ニーム）は楽器材とし

てのポテンシャルがあるが、楽器材

としての利用実績が極めて少なく、

楽器生産工程への適用性や調達性

が課題。 

（背景） 

熱帯早生材の人工植林材の多くは
パルプや建材用途に用いられ、高
成長量の特徴を生かした短伐期施
業による木材生産が可能。しかし、
楽器では無欠点材を基本とした高
品質材を求める傾向にあり、早生
材の多くは楽器材として敬遠され
る傾向にある。 

① 木材加工・楽器生産技術 

ヤマハのコアビジネスである楽器
製造で培った木材加工、楽器生産
技術をナレッジとして、対象木材
の利活用を目的とした用途を複数
楽器群（ギター、ピアノなど）にて
検討する。 

対象材（トゥーナ、ニーム）

を楽器に持続的に活用で

きるモデルを構築し、ギタ

ーを中心とした楽器製品

に搭載する。 

対象材の調達基準を整
備、サプライチェーンを
構築することで、将来対
象地におけるトゥーナ、
ニームの育成を念頭に
した材料育成・調達モデ
ルを構築する。併せて、
対象材の用途を開発し
て製品への搭載を検討
する。 

② 楽器材の調達、サプライチェー

ン構築 

楽器材は一般流通材よりも使用量
が少ない一方、品質を担保した確
実な調達活動が求められる。ヤマ
ハが蓄積した調達ノウハウを活用
し、対象地からの楽器適材調達を
目指した基本条件を構築する。 
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地地図図：：途途上上国国対対象象地地

対対象象地地名名：：タタンンザザニニアア リリンンデディィ州州 キキルルワワ県県 ナナンンジジリリンンジジ村村  
  
対象地は、タンザニア南部に位置するリンディ州の東部海岸沿いに位置するキルワ県に

属するナンジリンジ村とする（図 IV-2）。本地域はキルワ県の中で比較的降水量が多い地域
（年間 1000 mm）で、ゴマやカシューナッツといったタンザニアを代表する農産物の生産
地である。また、村のエリア森林内には国有林保護区（National Forest Reserve）と民有
林保護区（Village National Forest Reserve）が設定されており、楽器材として有名なアフ
リカン・ブラックウッド（African Blackwood, Dalbergia melanoxylon）の世界的産地でも
ある。 

 
図 対象地（ナンジリンジ村）の位置
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実実施施体体制制

 
実施体制は図の通りである。 
 

 

図 業務実施体制概要

 
 

表 業務実施関係者

 
 

団団体体名名  国国名名  担担当当  領領域域  名名前前  役役職職  

ヤマハ株式会社 日本 業務管理責
任者 

業務進捗管理 高田 素樹 主幹 

業務責任者 用途開発、調達 仲井 一志 主事 

経理責任者 

業務担当者 調達 神島 由幸 主事 

業務担当者 材料技術 曽我 一樹 主事 

Mpingo 

Conservation & 

Development 

Initiative 

タンザニア 現地責任者 計画策定 Malaka Jasper Chief Executive 

Officer 

現地担当者 現場教育、管理 Jonas Timothy Director of Field 

Operations 

現地担当者 現場教育 随時選定 実務担当 
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背背景景

 
楽楽器器とと木木材材

ヤマハのコアビジネスの一つである楽器の製造・販売ビジネスにおいて、木材は必要不可
欠な材料であり、世界各国（26 カ国）から年間約 80,000 m3の木材を調達している（約 76
種類）。その中で、クラリネットやオーボエに使われるアフリカン・ブラックウッド（以下
ABW）は楽器の性能や歴史的背景から、他の材料での代替が困難な希少木材として取り扱
われてきた。ABWは東アフリカのタンザニア南部（リンディ州）やモザンビーク北部を主
要産地とし、伐採される木材の大部分が管楽器向けに加工される。全世界の ABW需要に対
して、主にこの 2カ国から出荷されている。特に、本提案事業の対象地であるリンディ州キ
ルワ県のナンジリンジ村は世界有数の ABW 賦存資源量を誇り、毎年多くの業者が伐採に
訪れる。近年、ヤマハは ABW の持続的調達の実現を目的とし、楽器好適材の育成、保全活
動を地域コミュニティ、現地NGOと連携して進めてきた[3,4]。 
ヤマハの楽器製造の中では、アコースティック楽器と呼ばれる楽器そのものが音を発す

る楽器群があり、木材を基本材料として構成される。アコースティック楽器であるピアノ、
ギター、管楽器は木材製の楽器製造として歴史があり、世界的に大きなシェアを獲得してい
る。アコースティック楽器は、日本、およびアジアで生産されて全世界にて流通、販売され
ている。例えば、ギターは、日本、中国、インドネシア、およびインドを生産拠点として製
造されており、全世界に向けて幅広い価格帯のギターを出荷・販売している。中でもインド
ネシア工場で生産するアコースティックギターは年間約 100 万本規模で出荷されており、
アジアを中心に大きなシェアを獲得している。ギターは、表板にスプルース、裏板・側板に
ローズウッドやマホガニーが用いられ、普及価格帯製品ではネックにマホガニー
（Swietenia macrophylla 植林種）、指板には黒檀、ソノケリン（Dalbergia latifolia 植林
種）が良く用いられる。構造上、使用樹種が限定されることが多いが、ネック（棹部分）、
指板については加工性能を満たすことができれば、より良い材料に置き換えることが比較
的容易である。特にネックは、製品状態での高い寸法安定性が要求される厚物材で、近年は
調達性が課題となることが多い部分である。取引材積が大きい一方、厚物を高品質で、且つ
持続可能性を考慮できるサプライチェーンの構築が求められている。 
 

対対象象地地ににおおけけるる森森林林保保全全・・生生計計向向上上

タンザニアは国土面積 94.5 百万 ha で、そのうち約 38%が森林と言われている。タンザ
ニアの森林は森林保護区と非保護区に分けられ、非保護区は一般にオープンエリアと呼ば
れ、地域住民による薪や木材の採取、農地開墾が自由にできる地域で基本的にすべての木材
を自由に伐採、利用することができる。 

ABW はタンザニアではMpingo と呼ばれ、伐採や流通に法規制を設けており、森林保護
区にて伐採したものしか合法に流通させることはできない。現在、森林保護区は政府が直接
管理する国有林（National Forest Reserve）と、コミュニティや民間企業が森林を国から
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借り受けて管理する民有森林に分けられる。この民有森林のうち約 60%が、コミュニティ
が独自に管理するコミュニティ森林（Village Land Forest Reserve）となっている（タンザ
ニア森林全体の約 2.6%）。リンディ州キルワ県を中心に現地 NGOが展開している ABW を
中心とした FSC認証森林は、コミュニティ森林がベースとなっており、FSC 認証による持
続的な森林管理と FSC 認証材の取引によってコミュニティが公的収益を上げる仕組みとな
っている（図 IV-4）[4]。しかし、高額な認証費用や認証維持の労力、そしてエリアが限ら
れていることによる資源入手性が課題である。ABWの他に Mkongo（Afzelia quanzensis）
や Mpangapanga（Millettia sthulmannii）などのマメ科の有用樹種が自生するが[5,6]、大
径材に育つには時間を要し、ABW のような継続的な市場が担保されているわけではない。 
伐採された原木材積のうち、楽器材として出荷されるのは約 10%程度であり、楽器以外

の用途に乏しい ABWの場合は、楽器材としての歩留まりが木材の利用率になる。ヤマハを
はじめとする各クラリネットメーカーでは一様に、20,000～30,000 USD/m3 の価格帯で
ABW材を取引している一方[8,9]、伐採時の丸太価格は 150～250 USD/m3である[3,4]。こ
のように、実際の楽器材の利用価値に比べて山元での木材価値は明らかに低い。伐採量を増
やしても十分な需要と持続性が担保されるわけではない。したがって、ABWを中心とした
収益構造を変える、もしくは新たな需要に対する新たな有用樹種の導入が必要と考えられ
る。 
 
 

 
図 認証コミュニティ森林での収益システム

 
リンディ州ではゴマやカシューナッツなどの農業が盛んで、特にゴマは近年の価格高騰

により従事世帯が急激に増えている。ナンジリンジ村は、キルワ県の内陸に位置し、約 3,000
世帯が生活する比較的大きな規模の村で、世帯の年間収入平均は 1.9百万 Tsh程度で（2,100 
Tsh ≒ 1 USD）、その大部分が農業による収益である（図 IV-5）[4]。一方、開墾地を求め
た違法伐採が頻発している。これは、オープンエリアが慢性的に縮小傾向にあり、地域産業
と森林保全のバランスが崩れかねない現象と考えられる。 
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た違法伐採が頻発している。これは、オープンエリアが慢性的に縮小傾向にあり、地域産業
と森林保全のバランスが崩れかねない現象と考えられる。 

 

 
図 ナンジリンジ村の世帯年間収入と内訳（ 年）

 
楽楽器器材材にに求求めめるる基基本本要要件件

楽器用材の広葉樹にて最低限必要とされる要件は、（１）節や割れなどの欠点が少なく無
欠点材が広く採取できること、（２）良加工性且つ気乾密度 0.4~0.6 g/cm3程度、（３）内部
歪が少なく、加工後の寸法安定性が高いこと、である。天然自生個体から無欠点材を得るこ
とは困難なため、原木の伐採後製材工程にて無欠点部位を選別する。したがって、楽器材の
製材歩留まりは他用途よりも明らかに低くなる。加工性が良い木材は、比較的密度が高い重
厚な材であることが多く、0.5～1.0 g/cm3の気乾密度の材が好んで使われる傾向にある。し
かし、楽器の演奏性を考慮して重すぎる材が敬遠される場合もある。内部歪は樹木の成長過
程で木材内部に蓄積する歪のことを指し、成長速度が速く高密度に育つ材は比較的内部歪
が大きく、人工乾燥やシーズニング、加工方法により歪を制御していく必要がある。 
 

感感染染症症のの影影響響

新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大により、2020 年度の管楽器事業は大きな
影響を受け、ヤマハの管楽器売上は対前年比で大きく減少した。その一方で、ギター事業は
E コマースによる販売が好調で、特に普及価格帯ギターが対前年比で増加傾向にあった。 
タンザニアでは管楽器材の ABW の需要が減少したことで、メーカー側から発注量が減

少し、収入を大幅に減らした業者が営業停止するケースが見られた。また、世界的にコンテ
ナ輸送が停滞したことで、感染拡大直前に製材した材料が出荷できず、費用が支払うことが
できないためキャッシュフローが停止してしまい、操業停止に追い込まれる業者があった。 
タンザニア国内では、2020 年 5 月頃から当時の大統領が早期に空港を開き、経済優先の

方針をとったものの、ケニアや南アフリカなどの近隣諸国が一様に規制をしていたため、ビ
ジネス渡航などが大きく制限されている。現在も、国内主要産業の一つである観光業は苦戦
を強いられている。森林近くの農村では、政府指導により集団での移動制限が通達されたこ
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とで、予定の植林ができず、ABW 苗木が廃棄処分になった。一方で、制限解除後には現地
NGOとリモートで連携し、植栽活動の再開やNGO主導の環境教育などが行うことができ
た（図 IV-6）。現在、国内の活動に限っては、軒並み感染拡大前の状況に戻りつつあると見
られる。 
 
 

 
図 年度に新たに導入した農村での苗木育成風景
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実実証証調調査査目目的的

 
対対処処課課題題

表 対処課題

 
熱帯産早生樹は成長が早く、その中には生育条件が幅広く土地を選ばずに生育できる種

も少なくない。しかし一方で、パルプや建材用途のように大規模造林が前提となる需要がほ
とんどで、楽器材のような高品質材の需要は少ない。このように需要が限定的であることが、
本実証調査における対処課題である。 
例えばトゥーナ（Toona ciliata）は、成長が早く胸高直径 0.8～2.5 cm/年で肥大成長し、

概ね胸高直径 50～100 cm まで成長する[10]。材色や外観はマホガニーに似ており、気乾密
度 0.4～0.7 g/cm3程度で心材と辺材で大きく物性が変化しないと言われている。中国南部、
ミャンマー、ラオス、インド東海岸などで確認され[11,12]、タンザニアにも植林種として持
ち込まれており、一部地域で植林されているが、その他の植林種（チークやユーカリ）に比
べて植林規模が小さい[10]。これは安定した需要が存在しないことを示しており、実際にタ
ンザニア国内でもトゥーナが出回るのは稀である[10]。 
ニーム（Azadirachta indica）は果実や葉の抽出成分が利用され、アザディラクチンを活

用した農薬などが開発されている。木材として利用されることもあるが、一般には薬効成分
が注目されている。生育条件を選ばないという観点では、ニームは非常に優秀な樹種であり、
平均気温が 20度以上であれば生育すると言われ、年間平均成長量は 5～18 m3/ha とされて
いる[13]。木材としては、一般には気乾密度 0.72～0.83 g/cm3で、シロアリ・腐朽菌等の生
物劣化への耐性が高く、楽器材としての要件を満たしていると言えるが、楽器材に適用され
た例は少ない。 
早生材を楽器に使える材に育てるには、節などの欠点が少なく、比較的容易な管理で育つ

ことが必要である。例えばユーカリは節が多く、成長応力が大きいことで材の割れも大きい。
早生樹のメリットでもある短伐期（5～10年での伐採）を設定した場合は、早期の枝打ちを
必ず行う必要がある。楽器材として無欠点部位を多くとるためには、さらに 5～10 年の育
成が必要で、その間の間伐も欠かせない。したがって、土地面積と管理作業が増え、樹木の
育成サイクル効率が低下する。一方、ユーカリの大きな需要である紙・パルプに限って言え
ば、節や割れを気にすることなく製品を作ることができるので、少ない管理労力で多くの材
を育てることができる。このように、早生樹は低コスト・高サイクルでローテーションする
ことでメリットを出すのが一般的なため、時間と労力がかかる楽器適材の育成とは大きく
方針が異なる。これにより、品質、持続性の関連から、楽器好適の高品質材の流通が少ない

課題 A 

対象地で育成可能と思われる早生材（トゥーナ、ニーム）は楽器材としてのポテンシャルがあるが、楽

器材としての利用実績が極めて少なく、楽器生産工程への適用性や調達性が課題。 
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と考えられる。 
 
 

日日本本ににああるるナナレレッッジジ （（活活用用ナナレレッッジジ））

 
表 日本にあるナレッジ（活用ナレッジ）

 
 
(1) ナナレレッッジジ①①：： 木木材材加加工工・・楽楽器器生生産産技技術術

①① ナレッジ概要

木材加工は、自社工程内で原木から製品が完成するまでの一連の工程を示し、図 IV-7に
示す 6 つの作業区分から構成される。本ナレッジでは、これら作業区分のうち木材乾燥工
程以降（2．天然乾燥 以降）を主な対象とする。 

 

 

図 楽器生産工程における木材加工、組立工程

 

天然乾燥（木材乾燥 1）

丸太から製材した板材、板材から製材した木取り材などを加工後、屋外、もしくは屋根付
きの風通しの良い屋内場所で桟積みして乾燥、保管する（図 IV-8）。天然乾燥工程の目的は、
木材の個体別の含水率のバラツキを均質化、製材後の内部歪の解放であり、次工程の人工乾
燥工程でのロット内の歩留まりを上げることである。基本的には、丸太を製材したエリアで
天然乾燥を行う。 
板材、木取り材問わず、ロット単位でパレット上に桟積みし、材料は先入先出を原則とし

課題 A ナレッジ B 

対象地で育成可能と思われる早生材（トゥーナ、ニー

ム）は楽器材としてのポテンシャルがあるが、楽器材と

しての利用実績が極めて少なく、楽器生産工程への適

用性や調達性が課題。 

① 木材加工・楽器生産技術 

② 楽器材の調達、サプライチェーン構築 
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て運用する。桟積みは地上高 2 メートル以上の高さに及ぶ場合があり、多くの場合、次工程
である人工乾燥のロット別に仕分けして保管する。天然乾燥期間は樹種によって異なるが、
3 ヶ月以上を目安とする。そのため、材料の滞留が生じやすい工程であり、天然乾燥工程を
長くとるほど滞留在庫が増える。楽器材の場合、数年間の天然乾燥期間を設定する場合もあ
る。 
熱帯産材の場合、各種事情により現地で乾燥期間を長くとれない場合がある。特に、乾燥

地域では板材や木取り材製材後に急激に乾燥が進行し、材内に割れが多く発生する場合が
ある。このような割れは、製品加工時や使用環境における部材の割れ（不良）に繋がる可能
性がある。したがって、このようなケースでは早期に乾燥条件を制御できる自社工場内に入
庫させるために、出荷、輸出、輸送の過程での乾燥を想定した「シッピングドライ」手法を
選択して、自社工場に着荷後に他社倉庫や自社スペースで天然乾燥を行う。長期の在庫とな
るため、自社の管理下に置くことで材料を長期間安心して保管できるメリットがある一方、
在庫資産が増える。 
 

人工乾燥（木材乾燥 2）

楽器用材の場合、一般の用途に比較して低めの含水率を設定する。仕上がり含水率は、
10%以下が目安であり、製品の仕向け地の環境（例えば、北欧地域などの低温乾燥地）によ
っては、さらに低い仕上がり含水率を設定することがある。 
乾燥プログラムは、初期ステップ、中間ステップ、本ステップ、イコライジング、コンデ

ィショニングの 5 ステップで構成される。初期ステップ、中間ステップでは初期含水率の
調整を行う。初期ステップ、中間ステップは投入する木材の初期含水率によって設定し、本
ステップにて 2 週間程度かけて含水率を下げる。イコライジングは、乾燥ロット内での個
体差を均一化するために行う。コンディショニングは、目標含水率付近の含水率になるよう
に設定する。これらの工程では、木材の平衡含水率や吸放湿速度が重要となるため、樹種や
形状によって各パラメーターを把握しておくこと必要がある。 

 

部品加工（木材加工 1）

人工乾燥後の木取り材を、各種部品の形状に加工する（図 IV-8）。ギター工程では、部品
加工工程中に調湿（シーズニング）工程を経る場合がある。各種加工工程においては、まと
まった数量の加工ができるようにライン設計されている。加工工程では、各種木工加工設備
（各種回転鋸、モルダー、自動加工機）を使用する。また、接着工程も本工程に含まれる。
接着用途、要求強度に応じて、各種接着剤を使い分けており、酢酸ビニル系、ユリア系、水
性高分子イソシアネート系など多岐にわたり、80～100 g/m2程度の塗布量を設定する。 
 

塗装（木材加工 2）
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部品加工が終わった部品は、塗装工程に送られる。塗装工程には、塗装前の研削工程、塗
料の塗布（図 IV-8）、乾燥、乾燥後の研削研磨の 4 つのステップがある。 
ピアノには主に不飽和ポリエステル塗料による厚塗り塗装が適用され、サフェーサーな

どの下塗り処理の後、400～600μm の塗膜を載せる。ギターではウレタン系の塗膜を載せ
る場合があり、管楽器やバイオリンでは乾性油を用いたオイル系塗料が用いられる。各塗料
に適した塗布方法、乾燥時間を設定する。塗装方法として、手作業の刷毛塗りや、スプレー
ガンによるスプレー塗装、自動ラインによる静電塗装、多軸ロボットによる自動塗装などが
ある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木材乾燥 木材加工 楽器組立 
図 木工加工・楽器生産工程

  

組立（完成品）

塗装仕上げ（塗膜の乾燥後、研削研磨を行う）後、各種部品の取り付けを行って製品とし
て完成させ、出荷する（図 IV-8）。楽器の生産工程では、組み上げ後に音の調整を行うこと
が多い。例えば、ピアノのハンマーの整音、マリンバの整音、ギターの調弦など出荷前に音
を調整し、その上で部品の接合部分の調整などを行う工程がある。 
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②② 選択理由

熱帯産早生材における大きな課題は、楽器に使われる実績が少ないことである。ヤマハの
強みである高度な木工加工技術と、多様な楽器群への横展開が望める強みを生かすことで、
従来は楽器に適さないと考えられてきた早生材であっても、楽器に活用して市場に投入で
きる可能性が高いと考えたため、本ナレッジを選択した。
ヤマハはピアノ製造技術を起点とし、様々な楽器群の開発、生産を実現してきた。世界の

数ある楽器メーカーの中でも、ヤマハのように複数の楽器群を同時に生産し、各楽器群にお
いて世界的なシェアを獲得しているメーカーはない。このような強みを生かして、ヤマハで
は特定の木材を幅広い楽器に適材適所で使うことができる。例えば、ピアノ響板に使われる
スプルースは年輪幅や一定面積内における欠点の数など、主に外観に関わる規格が設定さ
れている。最高級品番であるコンサートピアノ（ シリーズ）では最も厳格な規格を設定
し、価格帯別に許容範囲を設定している。ギターの表板にも同様のスプルースが使われ、市
場における一般品質に対して、製品の価格帯別（品質グレード別）に適応するように品質規
格が決められている。また、ピアノの加工技術を生かして、木工加工や接着、塗装が各楽器
別にアレンジされている。例えばギターの側板は、グランドピアノの類似形状部分の「曲練
（まげねり）」技術に由来した技術が適用されている。木材単板を複数枚重ねて接着しなが
ら狙いの形状に成形する（成形接着）手法を採用しており、接着剤は接着性能だけでなく音
響性能を加味して選定される。塗装技術は、ピアノの「鏡面仕上げ」がベースとなっており、
家具や自動車内装部品などにも展開されてきた。このように、各種木材の乾燥、接着、塗装
技術はピアノで培った経験、品質基準を基盤として確立されている。

③③ 活用・類似例ななどど

ヤマハでは、これまで様々な樹種をギター材料として活用してきた。例えば図 IV-9 のよ
うなエレクトリックベース（TRBX174EW）では、マンゴー材をヘッドやボディに採用して
いる。マンゴーは食用果実として有名だが、マンゴー材はギター業界では一時期トレンドと
なったこともあり、ヤマハでも楽器として採用するための各種検討を進めた経緯がある。特
に課題であったのは、マンゴーの樹木特有の香りや塗装性であり、ヤマハの製品基準を満た
すために様々な試行錯誤が行われた。 
また、一般に表板にはスプルース材（トウヒ）が用いられるが、米杉や日本産の杉材とい

った新材料を採用した製品を開発している（図 IV-9）。これは、スプルース材の調達性に起
因するが、近年の日本国産材の利用を進めるための新たなチャレンジと言える。 
アコースティック楽器の場合、楽器自体の歴史的背景やユーザーの音楽（例えばオーケス

トラ音楽）によって、使用材料の変更が難しい場合が多い。例えば、クラリネットやオーボ
エでは、ABW そのものが製品価値に直結している。これまで、ABW の管体として使われ
てきた歴史的な背景、ABW が起点となる音が奏でる音楽があり、材料を変更する際には
ABW 以上の性能を求められる。これにより、材料の代替が難しくなるが、反面材料の唯一
性が維持されることで、原産地コミュニティの発展に繋がる可能性も高い。 
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図 マンゴー材を採用したエレクトリックベース（ ）（左）と

ギター表板への使用（右）

 
 
(2) ナナレレッッジジ②②：：楽楽器器材材のの調調達達、、ササププラライイチチェェーーンン構構築築

①① ナレッジ概要

木材の調達では、材料供給元の選定、要求仕様の策定、取引基本契約の締結などの一般的
な調達活動が行われる（図 IV-10）。特に木材の場合は、合法性や持続可能性を考慮した CSR
調達が必要である。 
ヤマハが有するナレッジ「楽器材の調達、サプライチェーン構築」では、楽器材に適する

とされる樹種の中で、品質、納期、コスト、および合法性・持続性を総合的に評価した上で
サプライヤー（供給元）となる業者、地域の選定を行う。 
品質は、木材の採用プロセスにおける試験結果や、開発部門における評価結果に基づいて

作成されるサプライヤー（製材業者、仲介業者など）への要求品質書（WSS：Wood 
Specification Sheet）によって管理される。WSS には、要求する木材の木取り方向（板目
材 0F

1、柾目材 1F

2）、寸法、出荷時の含水率基準、各種欠点の要求基準（限度見本含む）が記載
されている。作成した WSSをサプライヤーに提示し、双方の合意を以て取引における基準
を相互理解とする。取り交わした WSSは、実際の取引における検品作業で活用される。サ
プライヤーにて加工された木材を WSSと照らし合わせ、品質を確認し合い、双方合意の品
質を以て出荷する。 

 

 
 
1 板目材：原木を年輪の接線方向に挽き割った材のことで、山形や波形の木目がある。 
2 柾目材：原木を年輪の接線直角方向に挽き割った材のこと。 
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図 木材の買付から検品、出荷の一例

 
納期は、取引開始前に双方で締結する各種契約事項、要求事項を基に双方合意の上決定す

る。木材の場合、通常の購買品よりも発注から納期までの時間が長く、6ヶ月～1 年以上に
及ぶものが多い。そのような長期間の納期を設定する木材には、翌年度分の生産計画と在庫
量の予測から、翌年度の発注量を決定する先行発注を行うことが一般である。先行発注の対
象材であっても、通常の購買品と同じく、発注時に提示した納期通りの取引が行われている
ことを常時モニタリングする。取引先によっては納期からの大幅な遅れが見られる場合や、
品質基準を満たしていない場合などがある。その場合、着荷時の受入検査や交渉により調整
を行うと共に、楽器加工工程からのフィードバック、取引データを参考に次年度の調達に生
かす。また、楽器材の場合は取引先や地域が限定されることが多いが、BCP 観点から 2 社
以上の取引先、2 カ国、複数原産地域での取引ができるように取引先選定を行う。 
コストは、定期的な価格交渉が行われる。まず、取引開始時には提示された見積に基づき、

生産対象品の原価計算を行い価格の妥当性を判断する。妥当性を判断した後に、取引価格を
設定する。木材であっても通常の購買品と同様に、毎年取引先との価格交渉が行われる。先
述のように楽器材は高品質な部位を選定する傾向にあるため、一般に流通する建材と比較
して収率が低く、調達性が悪い。また、木材は市況により価格が大きく変動する場合があり、
価格交渉は双方によってシビアな議論を要する。 
合法性、持続性については、現在ヤマハでは、合法的な木材調達を推進・担保するために、

自社にてデューデリジェンス 2F

3の仕組みを構築し、調達先への書類調査や訪問調査を通じて、
伐採時合法性の厳格な確認を進めている（図 IV-11）[14]。また、環境面に加え、地域コミ
ュニティの発展など社会・経済面でも持続可能な森林から産出される、認証木材の利用拡大
を進めている。このように近年、合法性、持続性は楽器材の調達において重要となっており、
これを加味した調達を推進しているが、実際には合法性、持続性が不明瞭な地域からの木材

 
 
3 デューデリジェンス：取引先業者に対して行う調査のことで、ここでは木材の合法性（例えば、原産地
証明や森林認証、労働環境など）に係る定期調査のことを指す。 
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を調達せざるを得ない場合がある。また、最近ではワシントン条約（CITES）にてローズウ
ッド（Dalbergia 属）が付属書 II に記載されるなど、商取引面での規制が世界的に厳しく
なっている。特に楽器材は、熱帯地域の開発途上国が原産国となる場合があり、法規制が複
雑である場合などは地域コミュニティと一体となった仕組みづくりが必要と考えられる。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

合法性審査会 訪問調査の様子 
図 現在実施中の合法性調査の様子

 

②② 選択理由

楽器に使われる木材は、楽器以外の用途がないもの、特殊な要求品質を持つものなどが多
く、一般的な調達では要求する品質、コスト、納期などを満たすことができない。本ナレッ
ジを選択することで、これまで使用実績のない熱帯産早生材であっても調達可能な状態を
得ることができる。それにより、物性面では加工工程にフィッティングしないまでも、今後
のヤマハにおける楽器づくりの一部として材料を活用できる可能性がある。これら理由に
より、本ナレッジを選択した。 

③③ 活用・類似例ななどど

先述のように、近年楽器材の持続可能性の担保はメーカーとして喫緊の課題の一つとな
っており、品質やコストといった通常の調達要件に加えて合法性、持続性という新たな基準
を加えた材料調達を進めていく必要がある。特に、CITES によるローズウッド材全般の取
引規制が楽器業界に与えた影響は大きい。ローズウッド材（Dalbergia spp.）は、ギターを
主力製品として、管弦打楽器に広く用いられている。ギターにおいては、ローズウッドかマ
ホガニーを側板、裏板に使うことが多く、その他には東南アジアで植林されたソノケリン
（Dalbergia latifolia）が指板に活用されている。CITESによる規制は、特に物流面での負
担が大きく、原産地証明や関連書類の整備を行う必要がある。材料を輸入して加工、完成品
を出荷するヤマハにおいては、これらの管理が加わることによる生産活動への負荷が大き
い。 
このような背景から、CITES の対象となっている材料に対して、他材料に代替できるも

のは変更していくという動きがある。その候補材料として、早生材や楽器への使用実績の乏
しい広葉樹材が選定、検討されたことがある。例えば、東南アジアの植林材であるユーカリ
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材の一部は密度が高く、弾性率が高いという特性が見られたため、現地の植林会社、木材業
者と連携して楽器材としての取引を検討した。この検討では、ユーカリ材がパルプ用途で植
林されたものであり、5 年伐期の短サイクルでの森林施業を前提としていたことに起因し、
欠点が多く、かつ乾燥プロセスの改善が必要という結果になり結局採用には至らなかった
（図 IV-12）。また、楽器材としての取引量が少ないことで、サプライチェーン上の最小ロ
ット単位を満たすことができなかった。しかし、今後このような材については、他社合板メ
ーカーなどとも連携して、施業を長く、かつ最小ロット数量を担保したサプライチェーンを
構築することにより、将来的には採用に至る可能性があると考えている。 

 
 

 
図 東南アジアのユーカリ植林材の板材
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ナナレレッッジジ活活用用目目標標

 
表 ナレッジ活用目標

 

本事業では熱帯産早生樹を対象としており、早生樹の大きな特徴である短伐期施業を活
かした短中期的な林産物利益を、地域社会に還元することを最終目標としている。そこで、
対象地であるタンザニア南東部にて育成可能な樹種を 2 種（トゥーナ：Toona ciliata、ニー
ム：Azadirachta indica）を選択し、楽器としての可能性を検証、最終的には製品への搭載
を目標とする。 
トゥーナは、1900 年代初頭のドイツ植民地時代にタンザニアに導入されたと言われてお

り、キリマンジャロ、キゴマ、モロゴロ、ソングウェなど北部から西部の半乾燥地域に導入
事例がある（図 IV-13）[10]。現地に自生する他の広葉樹材と比較して、木材流通量が少な
く、取り扱う業者が少ないのが現状である。タンザニアやインドに広く見られる半乾燥地域
での生育が適しており、マホガニーに似た材色を持つことからギター材料としての可能性
は高いと考えられる。 
ニームは、ミャンマーなどの中央アジア原産で、インドやアフリカ等、熱帯地域では広範

囲に植栽されており、乾燥地でも生育できることから植林種として重宝される。タンザニア
では街路樹として植栽されており（図 IV-13）、材はトゥーナより重いとされる[13]。枝葉
や果実の成分が殺虫、忌避成分があり世界的に注目されている植物であることから、木材利
用だけでなく非木材資源として有用である[13]。そのため、木材の成長期には果実や葉の利
用、成長後には木材の利用といった使い方が可能と考えられる。 
 

 
 
 
 
 

 
図 タンザニアにおけるトゥーナ とニーム

 

課題 A ナレッジ B ナレッジ活用目標 C（A+B） 

対象地で育成可能と思われる早

生材（トゥーナ、ニーム）は楽器材

としてのポテンシャルがあるが、楽

器材としての利用実績が極めて少

なく、楽器生産工程への適用性や

調達性が課題。 

① 木材加工・楽器生産技術 

 

対象材（トゥーナ、ニーム）を楽器

に持続的に活用できるモデルを

構築し、ギターを中心とした楽器

製品に搭載する。 ② 楽器材の調達、サプライ

チェーン構築 

33



 

 
 

ナナレレッッジジ活活用用目目標標

 
表 ナレッジ活用目標

 

本事業では熱帯産早生樹を対象としており、早生樹の大きな特徴である短伐期施業を活
かした短中期的な林産物利益を、地域社会に還元することを最終目標としている。そこで、
対象地であるタンザニア南東部にて育成可能な樹種を 2 種（トゥーナ：Toona ciliata、ニー
ム：Azadirachta indica）を選択し、楽器としての可能性を検証、最終的には製品への搭載
を目標とする。 
トゥーナは、1900 年代初頭のドイツ植民地時代にタンザニアに導入されたと言われてお

り、キリマンジャロ、キゴマ、モロゴロ、ソングウェなど北部から西部の半乾燥地域に導入
事例がある（図 IV-13）[10]。現地に自生する他の広葉樹材と比較して、木材流通量が少な
く、取り扱う業者が少ないのが現状である。タンザニアやインドに広く見られる半乾燥地域
での生育が適しており、マホガニーに似た材色を持つことからギター材料としての可能性
は高いと考えられる。 
ニームは、ミャンマーなどの中央アジア原産で、インドやアフリカ等、熱帯地域では広範

囲に植栽されており、乾燥地でも生育できることから植林種として重宝される。タンザニア
では街路樹として植栽されており（図 IV-13）、材はトゥーナより重いとされる[13]。枝葉
や果実の成分が殺虫、忌避成分があり世界的に注目されている植物であることから、木材利
用だけでなく非木材資源として有用である[13]。そのため、木材の成長期には果実や葉の利
用、成長後には木材の利用といった使い方が可能と考えられる。 
 

 
 
 
 
 

 
図 タンザニアにおけるトゥーナ とニーム

 

課題 A ナレッジ B ナレッジ活用目標 C（A+B） 

対象地で育成可能と思われる早

生材（トゥーナ、ニーム）は楽器材

としてのポテンシャルがあるが、楽

器材としての利用実績が極めて少

なく、楽器生産工程への適用性や

調達性が課題。 

① 木材加工・楽器生産技術 

 

対象材（トゥーナ、ニーム）を楽器

に持続的に活用できるモデルを

構築し、ギターを中心とした楽器

製品に搭載する。 ② 楽器材の調達、サプライ

チェーン構築 

 

 
実実証証調調査査活活動動

 
表 IV-7に、本事業における調査活動概要を示す。トゥーナ、ニームの楽器材としての採用
可否を検討するにあたり、記載の 7項目の活動が必要と考えられる。本報告書では、項目 1
～5 にて、当該材料の品質や調達、および現地での樹木育成に関する基本情報を集めること
に焦点を当てた。これは、最終的な製品搭載を検討するための製品試験が、製品試作を含め
て 6 ヶ月程度の試験期間を見込むためである。本調査では、製品試験にて生じる可能性が
ある各種改善点を適切に抽出するため、まず材料特性や調達性に基づく材料の有用性を示
しておくことが重要と考えた。 

 
表 活動概要表

＃ 概要
１ 取引先選定（トゥーナ、ニームが流通するインドでの選定）※

２ 材料要求品質の検討（普及価格帯グレードギター）
３ 評価用材料の調達（トゥーナ、ニーム、マホガニー（現行材））
４ 基礎物性評価試験（トゥーナ、ニーム、マホガニー（現行材））
５ 対象地域での育苗・植栽トライアル※

６ 部材・製品試験（本事業終了後 年 月～開始予定）
７ 高価格帯グレード製品への適用可能性検討（製品試験後に実施判断）

 
※1）本事業期間（～令和 4年 2 月 1 日）では、タンザニアでの調達ルート開拓まで実施できないと判断
し、モデルケースとして既に各種材料が流通するインドでの評価を行うこととした。タンザニアでは、現
状トゥーナやニームの流通が極めて少なく、新型コロナウイルス感染拡大の影響により海外渡航が制限さ
れている中、新たな流通網開拓は極めて困難と判断した。事業期間終了後、インドでの評価結果、検討結
果に基づき、タンザニアへの展開を進める。 

 
※2）現地 NGO（Mpingo Conservation & Development Initiative）と連携して、コミュニティ苗畑での
早生樹苗木の育成、植栽プロセスの試験構築を実施した。時間的制約により、プロセスの実行性、再現性
まで評価することができないが、まず選択樹種の苗木を育成した場合の課題抽出、およびコミュニティ住
民への育成プロセスの認知拡大を狙いとした試験植栽準備を第 1 フェーズとして本事業内で進めた。 
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活活動動結結果果

 
表 主要活動結果一覧

＃・活動 主要進捗・結果 課題・所見 

１
取引先選定

⚫ 対象材流通地域（インド）におけ
る取引先を調査（ 社抽出）

⚫ 取引先の信用調査、合法性調査
モデルケースとして 社を選定

⚫ 対象材 種の流通量は少ない
⚫ インドでは、トゥーナは

として流通

２
要求品質検討

⚫ 普及価格帯ギターのネック材を
対象に品質要件の検討（板目）

⚫ 設定要件の提示

⚫ 柾目材の検討（活動 ）
⚫ 購入価格

３
材料の調達

⚫ 要求品質に沿って各種材料の調
達（現行材、トゥーナ、ニーム）

⚫ 着荷時品質確認
⚫ 製材プロセスのヒアリング

⚫ トゥーナ材は小さい節（葉節）
が多い印象

⚫ 着荷時の含水率が高い（現地
での天然乾燥必要）

４
基礎物性評価

⚫ 既存プログラムにて人工乾燥
⚫ 乾燥終了後、材料状態確認
⚫ 基礎物性試験（ 項目）
⚫ 現行材との比較、可能性検討

⚫ 乾燥工程の最適化が必要
⚫ トゥーナ材は製品搭載の可能

性がある
⚫ 今後継続調達して物性を検討

する必要がある

５
育苗・植栽

⚫ 早生樹導入のモデル検討
⚫ 種子の調達
⚫ 苗木育成手法の検討
⚫ 試験植栽

⚫ 既存のコミュニティ林業への
アドオンパッケージとして継
続検討

⚫ ニームは現地育種センターか
ら入手可能

⚫ トゥーナは種子調達が困難、
安定調達のため追加検討必要

６
部材・製品試験

⚫ ギターネック材への加工
⚫ ネック材を対象とした性能試験

⚫ 年 月頃試作投入予定で
調整中（製品試作）

７
用途拡大

⚫ 柾目材の調達性検討
⚫ 厚物調達性の検討

⚫ の製品試験終了後、高品質
材への適用として検討する
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活活動動結結果果

 
表 主要活動結果一覧

＃・活動 主要進捗・結果 課題・所見 

１
取引先選定

⚫ 対象材流通地域（インド）におけ
る取引先を調査（ 社抽出）

⚫ 取引先の信用調査、合法性調査
モデルケースとして 社を選定

⚫ 対象材 種の流通量は少ない
⚫ インドでは、トゥーナは

として流通

２
要求品質検討

⚫ 普及価格帯ギターのネック材を
対象に品質要件の検討（板目）

⚫ 設定要件の提示

⚫ 柾目材の検討（活動 ）
⚫ 購入価格

３
材料の調達

⚫ 要求品質に沿って各種材料の調
達（現行材、トゥーナ、ニーム）

⚫ 着荷時品質確認
⚫ 製材プロセスのヒアリング

⚫ トゥーナ材は小さい節（葉節）
が多い印象

⚫ 着荷時の含水率が高い（現地
での天然乾燥必要）

４
基礎物性評価

⚫ 既存プログラムにて人工乾燥
⚫ 乾燥終了後、材料状態確認
⚫ 基礎物性試験（ 項目）
⚫ 現行材との比較、可能性検討

⚫ 乾燥工程の最適化が必要
⚫ トゥーナ材は製品搭載の可能

性がある
⚫ 今後継続調達して物性を検討

する必要がある

５
育苗・植栽

⚫ 早生樹導入のモデル検討
⚫ 種子の調達
⚫ 苗木育成手法の検討
⚫ 試験植栽

⚫ 既存のコミュニティ林業への
アドオンパッケージとして継
続検討

⚫ ニームは現地育種センターか
ら入手可能

⚫ トゥーナは種子調達が困難、
安定調達のため追加検討必要

６
部材・製品試験

⚫ ギターネック材への加工
⚫ ネック材を対象とした性能試験

⚫ 年 月頃試作投入予定で
調整中（製品試作）

７
用途拡大

⚫ 柾目材の調達性検討
⚫ 厚物調達性の検討

⚫ の製品試験終了後、高品質
材への適用として検討する

 

 

取取引引先先選選定定

⚫ 取引先候補の選定：2021年 8月（実施者：神島、仲井） 
⚫ 取引先の信用調査、合法性調査：2021年 8 月（実施者：神島、仲井） 

 
(1) 活活動動概概要要

トゥーナ、ニーム材が流通しているインド地域において、対象地での調達モデルケースと
することを目的として、取引先の選定、調査を行った。 

 
(2) 調調査査方方法法

インドにおける事前調査の結果、楽器用の木材を対象とした製材が可能な業者を 10社程
度抽出した。抽出した 10社に対して、会社基本情報、森林認証の取得有無、ISO認証の有
無、取扱樹種（楽器材関連樹種のみ対象）、製造設備の情報をヒアリング形式にて電子メー
ル、もしくはオンラインにて収集した。また、原産地証明、合法性についてはインドにおけ
る丸太流通許可書類の有無によって確認した。企業活動、およびサステナビリティ配慮の姿
勢を確認するため、ヤマハにて作成した SAQを配布して各社の回答に基づきランク付けを
行った。 

 
(3) 調調査査結結果果

調査の結果、インドのケラーラ州（図 IV-14）にある
G 社が取引先のモデルとして妥当と判断した（表 
IV-9）。今回はインドにおける楽器材を中心とした製材
が可能な業者を選定し、本事業におけるモデルケース構
築を目的として、基本的な取引先としての信用度に加え
て、材料の形状や製材を試作レベルで許容できる業者で
あることを重視した。G社の特徴としては、選定業者の
中で数少ない「ニーム材」を通常品としてラインナップ
していることであり、製材設備においても人工乾燥室や
各種プレス機械など、一般的な製材設備に加えた加工設
備類を保持していることが挙げられた。 

図 ケラーラ州（インド）

 
今回の調査にて、トゥーナ材の流通が少ないことがわかった。これは、本事業の対象地で

あるタンザニアと同様の状況であり、今後対象地での取引先選定にも関わる課題となる。製
材には、原木の調達、木取り方法など樹種毎の特性を把握したノウハウが必要になり、業者
毎に製材樹種の得手不得手がある。今回調査したところでは、G社はトゥーナ材を定常的に
製材しているわけではなく、今回のテスト製材に際して原木を調達し、他の材と同時に同様
のプロセスで製材したとのことであった。木材の場合、各樹種によって最適な製材手法を設
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定することが望ましく、材の状態によって微調整することが重要である。このようにトゥー
ナ材は木材としての知名度は未だ高くないため、流通量の少ない地域では、トゥーナ材に最
適化した製材プロセスの構築に時間を要する可能性があり、今後の検討課題と言える。 
 
 

表 インドにおける取引先選定結果（ 社をモデルケースとして選定）

 
 

社名
工場所在地

社員数 10人程度（訪
問した製材所）

18人 170人 10人以下 5人程度 15人 850人（含む
バッグ/ケース製
造）

CoC認証

Laurel。但し

しか流通していな
い。

Laurel。但し

しか流通していな
い。

Laurel。但し

しか流通していな
い。

取扱樹種
※Rosewood
は全て

Teak(コロンビ
ア、パナマ、ガー
ナ),

印)
Padoauk(ガボ
ン), 

印),
Laurel(印)
Ebony(印,カメ
ルーン)
Bhilwara(印),
Silver Oak(印)

印),
Laurel(印)

印), Sapele(ガ
ボン, カメルーン,
コンゴ),
Neem(印)

印),

印),
Neem(印)

印),
Laurel(印)

印),
Laurel(ミャン
マー)

印)

印),
Laurel(印),
Ebony(印),
Tamarind(印)

(コンゴ),
Mango(印),
Sapele(コン
ゴ), 北洋エゾ
(ロシア)

印)
Laurel(印)
Ebony(印),
Toona(印)
Tamarind(印),
Satinwood(印
,スリランカ),
Haldu(印),
Lebbeck(印),

印),
Ebony(印),

印)
Tamarind(印)

(印), Radiata

製造設備 水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー

水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー、リップソー、
ベンチソー、目立
ては自社

垂直バンドソー
x2、テーブルバン
ドソーx2、リップ
ソー、フレーム
ソー、プレーナー
x2, スライサー
x3、単板ドライ
ヤーx3、ギロチ
ン、煮沸槽x2、
人工乾燥室
x4、NCルー
ター、ホットプレ
ス、コールドプレ
ス、目立ては自
社

水平バンドソー
(共用)、テーブル
バンドソー(共
用)、リップソー、
ベンチソー

水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー、クロスカッ
ト、リップソー

水平バンドソー
x2、テーブルバン
ドソーx2、フレー
ムソー、ベンチ
ソー

バンドソー、テー
ブルバンドソー、
ベンチソー

水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー、ベンチソー
x2、人工乾燥
室、その他小物
部品加工用の
設備多数

産地・合法性 未確認 丸太流通許可
書類を確認

丸太流通許可
書類を確認

丸太流通許可
書類を確認

未確認 丸太流通許可
書類を確認。

未確認。訪問し
ての確認実施に
は合意。

丸太流通許可
書類を確認

未確認

依頼中 依頼中
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定することが望ましく、材の状態によって微調整することが重要である。このようにトゥー
ナ材は木材としての知名度は未だ高くないため、流通量の少ない地域では、トゥーナ材に最
適化した製材プロセスの構築に時間を要する可能性があり、今後の検討課題と言える。 
 
 

表 インドにおける取引先選定結果（ 社をモデルケースとして選定）

 
 

社名
工場所在地

社員数 10人程度（訪
問した製材所）

18人 170人 10人以下 5人程度 15人 850人（含む
バッグ/ケース製
造）

CoC認証

Laurel。但し

しか流通していな
い。

Laurel。但し

しか流通していな
い。

Laurel。但し

しか流通していな
い。

取扱樹種
※Rosewood
は全て

Teak(コロンビ
ア、パナマ、ガー
ナ),

印)
Padoauk(ガボ
ン), 

印),
Laurel(印)
Ebony(印,カメ
ルーン)
Bhilwara(印),
Silver Oak(印)

印),
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印), Sapele(ガ
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Neem(印)

印),

印),
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印),
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マー)
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印),
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Sapele(コン
ゴ), 北洋エゾ
(ロシア)

印)
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Ebony(印),
Toona(印)
Tamarind(印),
Satinwood(印
,スリランカ),
Haldu(印),
Lebbeck(印),

印),
Ebony(印),

印)
Tamarind(印)

(印), Radiata

製造設備 水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー

水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー、リップソー、
ベンチソー、目立
ては自社

垂直バンドソー
x2、テーブルバン
ドソーx2、リップ
ソー、フレーム
ソー、プレーナー
x2, スライサー
x3、単板ドライ
ヤーx3、ギロチ
ン、煮沸槽x2、
人工乾燥室
x4、NCルー
ター、ホットプレ
ス、コールドプレ
ス、目立ては自
社

水平バンドソー
(共用)、テーブル
バンドソー(共
用)、リップソー、
ベンチソー

水平バンドソー、
テーブルバンド
ソー、クロスカッ
ト、リップソー

水平バンドソー
x2、テーブルバン
ドソーx2、フレー
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水平バンドソー、
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ソー、ベンチソー
x2、人工乾燥
室、その他小物
部品加工用の
設備多数

産地・合法性 未確認 丸太流通許可
書類を確認

丸太流通許可
書類を確認

丸太流通許可
書類を確認
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未確認

依頼中 依頼中

 

要要求求品品質質のの検検討討

⚫ 品質要件の検討：2021年 8月（実施者：神島、仲井） 
⚫ 設定要件の提示、トライアルの実施：2021年 8月（実施者：神島、仲井） 

 
(1) 活活動動概概要要

トゥーナ材、ニーム材について、ギターのネック材を対象とした暫定の要求仕様を設定し、
本仕様書に基づいて取引先業者での製材を行った。 
 
(2) 調調査査方方法法

既にギターネック材に使われているマホガニー材を対象とした既存要求仕様書を参考に、
普及価格帯ギター部材としての設計、開発部門側からの要件を整理して、トゥーナ、ニーム
を対象として規格を検討、設定した。 
 
(3) 調調査査結結果果

トゥーナ、ニーム用に設定した要求仕様の一部を暫定版として表 IV-10 に示す。今回、
ターゲットとするギターモデルは普及価格帯のギターであり、今回の要求仕様では板目材、
柾目材混合で許容することとした。また、含水率においては製材後の板材にて 30%以下と
した。 
 

表 トゥーナ、ニーム材に設定した暫定要求仕様の一例

 
 

Thickness 26 mm (-0, +2 mm)
Length 1,000 - 3,000 mm (-0, +90 mm) 
Width 70, 80, 140, 150, 160, 210, 220, 230, 240 (-0, +9mm) 
Moisture content % ≦30 %
Angle of annual rings Not specified (Flat-sawn lumber allowed)
Interval of annual rings Not specified
Unsound knot Max. 1 pc per length 1,000 mm
Sound knot Allowed
Pin knot Allowed
Bark Not allowed
Uneven color Allowed
Discolor / Bluestain Only 10 mm from edges allowed
Oil stain Not allowed
Worm hole / Pin hole Max. 1 pc per length 1,000 mm
Check Not allowed
Split Not allowed
Decay / Rot Not allowed

38



 

 
 

評評価価用用材材料料のの調調達達

⚫ 評価用材料の購入：2021年 9月（実施者：神島） 
⚫ 着荷時品質確認：2021年 9月（実施者：仲井） 
⚫ 製材プロセスのヒアリング：2021年 12 月（実施者：神島） 

 
(1) 活活動動概概要要

活動 1 にて選定した G 社からトゥーナ材、ニーム材、マホガニー材（産地等原木条件問
わず）を購入し、品質を確認した。マホガニー材（Swietenia macrophylla）は、現行材相
当品として比較材料とした。 
 
(2) 調調査査方方法法

G社よりトゥーナ材、ニーム材、マホガニー材を購入し、それぞれ着荷時に目視にて品質
確認を行った。尚、今回の購入材は全て板目材とし、今後木材の物性面での個体バラつきを
考慮するため、色や密度のバラツキを含むように購入した（各材種×20 本ずつ：1000 mm 
(L) × 80 mm (T) × 26 mm (R)）。ここでの材料寸法は、ギターネック材の生産工程で使
用される板材と同寸法であり、板 1 枚からネック材 1本を図 IV-15 のように加工する。 

 

 
図 ギターネック（棹）の加工概要

 
(3) 着着荷荷時時のの外外観観評評価価

トゥーナ材、ニーム材、マホガニー材の図 IV-16 に示す。色、各種欠点等、個体差を含
めて目視評価を行った。トゥーナ材は比較的赤みが強く、マホガニー材よりも赤く、且つ独
特の芳香があることがわかった。また、今回の購入ロットに限定した現象であるかは判然と
しないが、葉節と呼ばれる細かい節が材面に多く見られる傾向にあった。葉節は材料の乾燥
や加工の過程で、材面の割れの起点となることがあり注意が必要と考えられる。ニーム材は、
現行材よりも赤みが弱く、全体として白い材料であることがわかった。トゥーナと比較して
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評評価価用用材材料料のの調調達達

⚫ 評価用材料の購入：2021年 9月（実施者：神島） 
⚫ 着荷時品質確認：2021年 9月（実施者：仲井） 
⚫ 製材プロセスのヒアリング：2021年 12 月（実施者：神島） 

 
(1) 活活動動概概要要
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当品として比較材料とした。 
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確認を行った。尚、今回の購入材は全て板目材とし、今後木材の物性面での個体バラつきを
考慮するため、色や密度のバラツキを含むように購入した（各材種×20 本ずつ：1000 mm 
(L) × 80 mm (T) × 26 mm (R)）。ここでの材料寸法は、ギターネック材の生産工程で使
用される板材と同寸法であり、板 1 枚からネック材 1本を図 IV-15 のように加工する。 

 

 
図 ギターネック（棹）の加工概要

 
(3) 着着荷荷時時のの外外観観評評価価

トゥーナ材、ニーム材、マホガニー材の図 IV-16 に示す。色、各種欠点等、個体差を含
めて目視評価を行った。トゥーナ材は比較的赤みが強く、マホガニー材よりも赤く、且つ独
特の芳香があることがわかった。また、今回の購入ロットに限定した現象であるかは判然と
しないが、葉節と呼ばれる細かい節が材面に多く見られる傾向にあった。葉節は材料の乾燥
や加工の過程で、材面の割れの起点となることがあり注意が必要と考えられる。ニーム材は、
現行材よりも赤みが弱く、全体として白い材料であることがわかった。トゥーナと比較して

 

目立つ欠点が少ないが、色や密度（重量）のバラツキが大きい傾向があることがわかった。
ただし、これらのバラツキがあった場合でも、物性に影響が少なく、且つ調達時に密度選別
できるのであれば問題はないと考えられる。 

 

 
図 トゥーナ、ニームと現行材の外観比較（下段は代表的な欠点例）

 
(4) 製製材材ププロロセセススののヒヒアアリリンンググ

それぞれの木材の着荷時の平均含水率は、トゥーナが約 18.9%、ニームが約 28.1%、マホ
ガニーが約 9.8%（各含水率は全乾法により測定）であった。マホガニー材と比較してトゥ
ーナ、ニームの 2 種は比較的含水率が高く、特にニーム材については高いもので 35%以上
のものが含まれていた。このことから、現地での製材工程に材料間の差異があると考えられ
たため、各材料について製材プロセスに関するヒアリングを G 社担当者に行った。その結
果、マホガニー材については天然乾燥中の板材から加工して目標寸法に加工した一方、トゥ
ーナ、ニーム材については原木の到着後板材を製材し、最短の乾燥期間を以て木取り材の加
工を行ったとのことであった。これは、次項 4 に示す乾燥時の反り、ねじれに影響する部分
だが、今回はトライアルであることを踏まえ、今後の製品搭載時の調達安定性を検証する際
には、適切な乾燥プロセスを考慮した設計が必要と考えられた。 

基基礎礎物物性性評評価価

⚫ 人工乾燥による材料調整：2021年 10月（実施者：曽我） 
⚫ 乾燥終了後、材料状態確認：2021年 11 月（実施者：曽我、仲井） 
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⚫ 基礎物性試験：2021年 12 月（実施者：曽我、仲井） 
⚫ 各材料比較、可能性検討：2022年 1月（実施者：曽我、仲井） 

 
(1) 活活動動概概要要

各種材料を 1 ヶ月天然乾燥させた後、現行材を対象に採用している乾燥プログラムを用
いて人工乾燥を行い各種材料の含水率を調整した。乾燥後に材料状態を確認した後、物性評
価用の標準環境下に 2 週間以上放置後、木材の基礎物性試験を行った。物性試験結果を基
に、ギターネック材としての可能性を検討した。 

 
(2) 木木材材乾乾燥燥

表 各種材料の人工乾燥経過表

 

 
各種材料は、着荷後の外観品質確認後に桟積みし、風通しの良い室内環境（調湿調温なし）

で天然乾燥を行った（乾燥前初期含水率：トゥーナ 約 19%、ニーム 約 28%、現行材 約
9.8%）。天然乾燥期間は、各種材料の重量が前日比で 0.5%以内に収まる状態を目安として、
約 2ヶ月間の乾燥期間を設定した。2 ヶ月後、初期含水率の違いにより、まずトゥーナ、ニ
ームを先に人工乾燥炉に投入し、一定期間経過後に現行材を投入した。各種材料の含水率経
過は、一定時間おきにサンプルボード（重量測定用サンプル）の重量を測定してモニタリン
グすることで把握した。乾燥終了後にサンプルボードを 105℃、24 時間以上乾燥させた全
乾状態にして全乾重量を測定し、それぞれの重量測定値と求めた全乾重量から、含水率を算
出した。一定含水率条件到達後、仕上がり含水率（約 8%）を目指してコンディショニング
を行った（人工乾燥時間：約 80 時間）。乾燥経過は表 IV-11 に記載の通り。コンディショ
ニング終了後、乾燥炉内が冷却した後に材料を取り出し、22℃ RH60％環境下で 2 日以上
放置後に材料状態を目視にて確認した。材料状態の確認後、各種材料からサンプリングして
材料内部の残留歪を評価した。 
乾燥後の材料状態を確認したところ、マホガニー材はほとんど材料の反り、ねじれが見ら
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⚫ 基礎物性試験：2021年 12 月（実施者：曽我、仲井） 
⚫ 各材料比較、可能性検討：2022年 1月（実施者：曽我、仲井） 

 
(1) 活活動動概概要要
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いて人工乾燥を行い各種材料の含水率を調整した。乾燥後に材料状態を確認した後、物性評
価用の標準環境下に 2 週間以上放置後、木材の基礎物性試験を行った。物性試験結果を基
に、ギターネック材としての可能性を検討した。 
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表 各種材料の人工乾燥経過表

 

 
各種材料は、着荷後の外観品質確認後に桟積みし、風通しの良い室内環境（調湿調温なし）

で天然乾燥を行った（乾燥前初期含水率：トゥーナ 約 19%、ニーム 約 28%、現行材 約
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グすることで把握した。乾燥終了後にサンプルボードを 105℃、24 時間以上乾燥させた全
乾状態にして全乾重量を測定し、それぞれの重量測定値と求めた全乾重量から、含水率を算
出した。一定含水率条件到達後、仕上がり含水率（約 8%）を目指してコンディショニング
を行った（人工乾燥時間：約 80 時間）。乾燥経過は表 IV-11 に記載の通り。コンディショ
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れなかったのに対して、トゥーナ、ニームは反り、ねじれが多く見られる傾向にあった（図 
IV-17）。これらは、各種材料の製材プロセス履歴に依存すると考えられる（前項#3 に記載
の通り）。マホガニー材は板材状態で天然乾燥、（人工乾燥まで行っているかは不明）を実施
し、その後木取りをしたことにより内部歪が緩和する傾向にあったと考えられる。さらに、
木取りから今回の人工乾燥まで十分な期間が経過していたため、内部の含水率が低い状態
で人工乾燥に投入された。結果として、今回の人工乾燥でも反りが発生しなかったと考えら
れる。トゥーナ、ニームは、前項#3 のヒアリング結果のように、含水率が高い状態で正規
寸法に木取りされたことがわかっている。そのため、内部に蓄積した応力が解放しないまま
乾燥に投入され、乾燥時に応力開放したことによって反りが大きくなったと考えられる。さ
らに、今回の天然乾燥期間（約 2か月）では不十分で（12～14%くらいまでは低下）、内部
の含水率が高い状態で人工乾燥に投入することとなったことで、乾燥後の狂いが生じたと
考えられる。したがって、長期の天然乾燥期間を確保することで最低でも 11%程度までの
含水率低下を待ってから人工乾燥に投入すべきと考えられる。 

 

 
図 人工乾燥後の各材料の状態

 
以上のことを踏まえて、乾燥終了時の各材料の内部歪を切断法により測定した（図 

IV-18）。通常、乾燥時の内部歪測定には材料の短辺方向の歪量を測定しており、今回は板目
材を L 方向に切断した後、材料の木口面に対して年輪接線方向（T方向）にナタ割りし、ナ
タ割後の材料変位をレーザー変位計にて測定した。内部歪の大きい試験体では、図 IV-18
に示すようにナタ割後の材料中央部が大きくナタ割面と反対方向に反る。変位量から計算
した歪量をマイクロ歪量として定義し、各材料 2 個体ずつ歪量を測定したところ、各材料
の平均値はトゥーナ材が 43、ニーム材が 99、マホガニー材が 122 であった。一般の楽器用
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材料の指標としてマイクロ歪量＝100 以下であることを目安としていることから考えると、
乾燥時の反りがでていたものの、全ての材料が基準を満たしていると考えられる。しかしな
がら、これらの値は個体差、木理方向により大きく変動するため、あくまで参考値として考
えておく。例えば、木理が通直でない場合内部歪が大きくなる傾向がある。早生材であるユ
ーカリ材もその一つで、ユーカリの場合は1000を超える値が記録されることがある。今後、
継続的に材料を入手し、個体別のバラツキ等を考慮した検証が必要と考えられる。 

 
図 切断法による内部歪測定方法概要

 
(3) 基基礎礎物物性性試試験験

ギターネック材において最低限要求される強度性能を始め、各種材料の音響材料として
の性能や工程適性の可能性を把握するため、以下 6 項目の基礎物性試験を行った。 

 
AA)) 気気乾乾状状態態特特性性（（気気乾乾密密度度、、平平衡衡含含水水率率、、吸吸放放湿湿速速度度））  

気乾状態の特性は、樹種によって大きく異なる。例えば、密度や抽出成分、ヘミセル
ロース、セルロース、リグニンなどの構成によっても変化する。木材を扱う上で、まず
気乾状態の特性を押さえておくことで、乾燥工程、加工工程、材料の組み合わせの最適
化を進めることができる。 
各材料の気乾状態特性の把握を目的とし、乾燥状態（35℃ RH20%）、湿潤状態（35℃ 

RH95%）でのそれぞれの恒量状態を初期条件として、標準環境（22℃ RH60%）下に
放置した際に恒量に達するまでの時間から平均吸放湿速度、恒量到達後の含水率を求
めた。また、乾燥状態から標準環境に投入した後の標準環境下での恒量到達後の重量、
各方向（LRT方向）の寸法を測定して、標準環境下での気乾密度を算出した。 
試験結果を表 IV-12 に示す。これらの結果から、トゥーナの平衡含水率は他 2 種と

比較して高いことがわかった。また、トゥーナ、ニームにおいてはマホガニーよりも放
湿速度が速く、人工乾燥時の乾燥速度が速くなると考えられる。 
各材料の平均気乾密度は 0.59 g/cm3（トゥーナ）、0.49 g/cm3（ニーム）、0.58 g/cm3

（マホガニー）であり、トゥーナの気乾密度は既報文献値よりも高く、ニームは文献値
と比較して低めの値を示した。吸湿速度、放湿速度は基本的には木材密度に比例すると
考えられる。これらの数値と密度測定値を比較すると、ニームは密度が低い上、吸放湿
速度が速い一方、トゥーナはマホガニーと同程度の密度であるにも関わらず、比較的吸
放湿速度が速いことがわかる。これは様々な要因が考えられ、今回の試験結果だけでは
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材料の指標としてマイクロ歪量＝100 以下であることを目安としていることから考えると、
乾燥時の反りがでていたものの、全ての材料が基準を満たしていると考えられる。しかしな
がら、これらの値は個体差、木理方向により大きく変動するため、あくまで参考値として考
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化を進めることができる。 
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RH95%）でのそれぞれの恒量状態を初期条件として、標準環境（22℃ RH60%）下に
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結論付けることは困難だが、木材の構成成分であるセルロース、ヘミセルロース、抽出
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変化率が異なることが知られている。多くの木質構造物や木製製品では、このような寸
法変化を考慮した部材設計が行われている。楽器においても例外ではなく、ギターのネ
ック材で言えば、周囲の環境変化により胴部との接合部分からヘッド部分にかけて環
境により上下に撓むと言われている。また、木取り材から製品形状への加工中に、剛性
バランスが変化することによって材の反り、ねじれが引き起こされることがある。加工
工程における寸法変化の要因には、内部歪の解放の他、含水率の変化による寸法変化が
挙げられ、楽器のように精密な木材加工を必要とする部材においては、環境変化による
寸法変化が少ない材料は重宝される。 
今回は、木材の基本挙動を検証することを目的として、全ての楽器群において標準的

に採用している環境条件を設定し、乾燥、湿潤を繰り返した中での寸法変化を測定した。
各材料を温度一定、湿度環境を変えた環境下に一定期間放置し、各環境放置期間中の寸
法変化挙動を検証した。標準環境（22℃ RH60%）に一週間以上放置して、寸法、重量
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環境での含水率は、トゥーナ、ニームは乾湿の環境条件により約 17％の含水率差があ
ったのに対して、マホガニーは 14%程度であった。このことから、マホガニーは環境
変化に対する応答が遅く、トゥーナ、ニームはマホガニーと比較して応答が早いことが
わかる。環境変化に対する応答速度は、材料の密度とも影響があると考えられるが、表 
IV-12 に示すようにマホガニーとトゥーナは同程度の密度であることから、環境変化に

気乾密度
速度 %/day 速度 %/day

マホガニー
ニーム
トゥーナ

吸湿側 放湿側
樹種
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対する応答が早いことがトゥーナの特徴であると言える。 
 

表 乾湿サイクル試験における乾燥、湿潤状態での含水率

 
 

サイクル試験における各材料の方向別の寸法変化を図 IV-19、図 IV-20、および図 
IV-21 にそれぞれ示す。これらの結果から、トゥーナ、ニームはマホガニーよりも T方
向の寸法変化率が大きいことがわかる。表 IV-13 のように、トゥーナ、ニームはマホ
ガニーと比較して環境変化に対する含水率変化の応答が早いと考えられるため、寸法
変化においても含水率変化の速い応答が影響していると考えられる。特に、ニームの T
方向はサイクル試験が進むにつれて、全体の寸法が大きくなっていることがわかる。こ
れは、環境変化による含水率、寸法変化の変化量が大きく、特に吸湿側の速度が速く、
多くの水分を吸収する傾向にあるため、元の寸法に戻りにくいと推察される。また、内
部に割れが入る場合も寸法が戻らなくなるため、ニームは寸法安定性という観点では
不安が残ると言える。一方、トゥーナは全体の寸法変化は大きいが、ニームのような寸
法の増加現象は見られないため、加工工程での調湿、環境に応じた加工工程を設定する
ことにより材料として安定的に使用できる可能性があると考えられる。 

 

高湿2日 低湿5日

マホガニー
ニーム
トゥーナ

樹種
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CC)) 木木材材硬硬度度  
木材は多孔質材料であり、硬さという観点では金属やプラスチックに劣ってしまう

一面がある。中でも密度の低い木材（例えば、針葉樹やキリなどの広葉樹）は、硬度が
低く、硬度が必要とされる部分には使われない、もしくは塗装や集成などによって材料
に機能性を付与している場合が多い。楽器で言えば、例えばギターの指板など、弦と指
によって継続的、かつ局所的に圧縮、摩擦が加えられている部材の硬度は非常に重要で、
そのような部材には黒檀などの密度の高い、硬い木材が重宝されている。 
各材料の木口面（RT面）、柾目面（LR面）、および板目面（LT面）の硬度を木材硬

度計により測定した。標準環境下（22℃ RH60%）に試験片を 1 週間以上放置し、図 
IV-22 のように各測定面において 3 ヶ所ずつ測定点を設定した。各測定点は、各市両面
の外縁から 10 mm 以内の部位は避け、年輪や材面の状態などを考慮して、各測定面内
で性質の異なると思われる部分を設定した。木材硬度計の圧子は直径 10 mm の鋼球と
し、圧入深さが 1/π（約 0.32）mm となる時の押圧荷重を最大荷重として計測した。
硬さ（N/mm2）は、以下数式によって求めた。 

 

 
 

 
図 木材硬度測定時の各測定面

 
 

試験結果を図 IV-23 に示す。各材料を比較したところ、木口面、柾目面には明らかな

・ P：最大荷重（Kg)
・ ｈ：圧入深さ（mm）
・ 1kg≒9.8N
・ π=PI()

10πh
硬さ（N/mm ）=

板目面

○○○

柾目面

○

○
○

木口面

○

○
○
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差異が確認されなかったが、ニームの板目面のみ低い硬度値を示した。木材硬度について
は、木材密度と明らかな関連があることがわかっており、ニーム材の低い硬度値は他材料
と比較して低い気乾密度（約 0.49 g/cm3）を反映したものと考えられる。しかし、トゥー
ナ、マホガニーにおいては、今回は約 0.59 g/cm3 程度とほぼ同値を示したが、産地や個
体差により 0.5～0.7 g/cm3 の範囲での密度バラつきが生じることは十分に考えられる。
したがって、硬度値にも影響が出ると考えられる。また、トゥーナ、ニームにおいては、
まずギターのネック材としての採用を検討しており、木材硬度の優先度は高くない。例え
ば、指板に使うなど、継続的な摩耗などが生じる部分であれば硬度は優先して考慮する必
要がある。以上により、トゥーナ、ニームの木材硬度は、ネック材としては問題ないレベ
ルにあると考えられる。一方で、今後ギターの指板まで視野に入れる場合は、ニームは不
安要素が残ると言える。 
 

 
図 木材硬度

 
 

DD)) 音音響響特特性性（（縦縦弾弾性性係係数数、、内内部部損損失失））  
木材の音響特性は、金属やプラスチックとは異なり、異方性による独特の特性を示す。

音響特性に優れる材料の定義は困難で、一般に硬く、発音後の音が長く響きやすい、金属
に近い特性を持つものが有利とされるが、そのような特性が必ずしも楽器に優れた特性
をもたらすとは限らない。これは、部材により求められる特性が異なるためである。しか
し、音響部材として使える材の多くは、硬く、加振による応答が早く、振動が長続きする
（≒響きやすい）材料であることが多い。したがって、基礎物性の段階では、音響に関す
る動的物性を数値化し、弾性率、内部損失（tanδ）、音速といった代表的なパラメーター
から、音速が早く、tanδが低い材料を、音響部材への適用可能性が高い材料としてスク
リーニングする。今回のターゲットであるギターネック材は、音響特性をそれほど重要視
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する部材ではないが、今後幅広い製品への展開を考えた場合には必要となる特性である
ため、音響部材としての適用可能性という観点で検証に加えた。 
各材料から短冊状試験片を切りだし（300（L）×10（R）×30（T）mm）、標準環境下

で 1 週間以上放置した後、タッピング法による音響測定を行った。タッピング法の概略
図を図 IV-24 に示す。試験片を振動の節の位置で支持し、ハンマーを用いて振動の腹の
位置を打撃した。打撃時に発生した音を、試験片の端に設置されたマイクロフォンで検出
し、FFT アナライザを用いて 1 次振動モードにおける共振周波数を測定した。検出した
周波数と、試験片の長さ、厚さ、比重から以下の式（1）～（3）を用いて試験片の L 方
向のヤング率 EL（縦弾性係数（GPa））、音速 c（m/s）を算出した。さらに検出した周波
数のピーク（共振周波数）をヒルベルト変換し、減衰曲線の傾きを直線近似することによ
って求めた傾きと周波数から、tanδ（内部損失）を近似的に算出した。 

 
f：共振周波数（Hz） 
π：円周率 
l：試験片の長さ（m） 
ρ：密度（kg/m3） 
a：振動モード固有の定数 
I：断面二次モーメント 
A：断面積（m2) 

 
図 タッピング法の概略図

  
 
測定結果から、各材料の音速と tanδの関係を図 IV-25、ELの比較を図 IV-26 にそれ

ぞれ示す。今回測定した材料のうち、ニームは他材料と比較して異なる特性にあることが
わかった。また、トゥーナは音響特性面ではマホガニーと同程度の性質を有すると考えら
れる。先述の式（３）の通り、音速は ELと密度の関係にある。表 IV-12 に示す通り、ニ
ームの密度は他材料よりも低く、ELも低い値を示していた（マホガニー：約 11.3 GPa、
ニーム：約 8.8 GPa、トゥーナ：約 11.8 GPa）（図 IV-26）。また、tanδは材料の含水率
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が大きく影響すると考えられるが、ニームの含水率はマホガニーと同程度であり、トゥー
ナの方が高かった（表 IV-12）のに対し、ニームの tanδは最も高く、トゥーナはマホガ
ニーと同程度であった（図 IV-25）。したがって、ニームは他 2種と比較して、加振され
た際の振動エネルギーの損失が大きいと言える。 
ギターのネック材を想定する場合、音響特性値の優先度は高くない。これは、ギターの

構造上、発音に直接影響を及ぼす振動板とは異なる部位であるためである。寧ろ、操作時
の安定性を考えると損失が大きい方が材料として有利な可能性もある。今回の結果は、他
部材への展開を考える上では重要であり、トゥーナ、ニームにおいてはマホガニー相当と
いう見方ではなく、音響特性値を求める部位にて最適な用途を提案する際の有用な基礎
データになると考えられる。特に、トゥーナにおいてはマホガニー相当の特性を有すると
いうことが示されており、マホガニーが適用されている部材等を中心に用途を探ること
で、ギターネック材以上の用途展開が期待される。 
 

 
図 各試料の音速と δの関係
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図 各材料の 比較

 
EE)) 静静的的力力学学特特性性（（曲曲げげ弾弾性性率率、、曲曲げげ強強度度））  
木材の静的力学特性は、楽器だけでなく住宅、家具など多くの木製製品において重要な

パラメーターである。楽器においても、建築構造物と同様に構造体として十分な強度を有
するような設計がされる。楽器が他と異なるのは、構造によって生成される音を重視して
いるところ、さらに伝統的に構造の自由度が少ないということである。即ち、材料を変更
するにあたり、本来は構造を変更できる部分が、楽器の構造として限定されてしまってい
る。この傾向は、楽器そのものが発音するアコースティック楽器に良く見られ、構造の大
きな変更は容易ではない。そのため、材料特性に応じた加工ではなく、既存の構造に対す
る材料特性の適合性が重要になり、材料の選択肢が限定される。しかし、言い換えれば、
構造が限定されていることにより、物性さえクリアできれば構造体として使える可能性
が高いと言える。 
各材料の力学特性を把握するため、静的曲げ試験により曲げ強度、曲げ弾性率を測定し

た。各材料から試験片を切りだし（330（L）×20（R）×20（T）mm）、標準環境下で 1
週間以上放置した後、インストロン万能試験機を用いて曲げ試験を行った（図 IV-27）。
静荷重は柾目面に印加し、圧子の形状は R15 mm の円筒面とし、スパン支持部は R10 mm
の円筒面とし、圧子は速度 5 mm/分で押し込んだ。試験片の断面形状、および試験によ
り得られた応力ひずみ曲線と試験片破壊時の荷重値から、曲げ強度と曲げ弾性率をそれ
ぞれ導出した。 
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図 曲げ試験方法概要

 
各材料の曲げ強度を図 IV-28、曲げ弾性率を図 IV-29 にそれぞれ示す。本結果から、

トゥーナ、マホガニーは同程度の力学特性であり、ニームについては曲げ弾性率が他 2種
より低い傾向にあった。曲げ弾性率が低いことにより、製品試験では張弦による変形が見
られる可能性があるが、現時点で実用上明らかな問題があるとは考えにくい。実際の工程
では、ネックの反りを修正、補強するために胴部との接合部からネック部へと直径約 6 
mm の鉄芯を通す（図 IV-30）[16]。これにより、ネックのカーブを調整できる仕組みと
なっている。 
まず、曲げ強度を見ると、マホガニーが約 98 MPa と最も高い値を示した一方、ニー

ム、トゥーナは同程度で 75～80 MPa であった（図 IV-28）。図 IV-15に示すように、ギ
ターネック材においては製品組み立て後に張弦することによりネックの曲げ方向に大き
な力がかかる。しかし、曲げ強度を導出する破壊荷重（1.0～2.0 kN）は、弦による曲げ
力よりもはるかに大きいと予想されるため、今回得られた曲げ強度の数値に対して実物
の性能は問題ないと推察される。 
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図 曲げ強度比較

 
 

 

図 曲げ弾性率比較
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図 曲げ強度比較

 
 

 

図 曲げ弾性率比較

 
 
 

 

 
図 ネック部分に埋め込まれた鉄芯による反り調整機構

 
 

曲げ弾性率では、トゥーナ、マホガニーがほぼ同程度（約 9.5 GPa）で、ニームは他 2
種よりも低い値を示した（約 7.9 GPa）（図 IV-29）。曲げ弾性率は弾性変形領域における
物性値であり、弾性率が高いほど荷重に対して元の寸法を維持しやすくなり、弾性率が低
いほど変形しやすくなると言える。参考値として、高級ギターのネック材に用いられてい
るアフリカンマホガニー（Khaya ivorensis）の曲げ弾性率の測定値（n = 50）を比較し
たところ、平均約 9.0 GPa（最小値：5.9 GPa、最大値：13 GPa）であった。このことか
ら、木材のバラつきを考慮したとしても、ニームはギターネック材としては弾性率が低め
の材料であると言える。 

 
 

FF)) 割割裂裂抵抵抗抗  
割裂抵抗は、木材に木ねじや釘などを打ち込む際、L 方向に沿って木材が避ける現象に

対する抵抗値と近似でき、構造物におけるねじ保持性能などに大きく影響する。ギターネ
ック材で言えば、ネック形状加工後に胴部との接合にφ10 mm ほどのねじで固定する工
程や、ネックヘッド部の糸巻き（弦の張力を調整しながら調弦する部分）にねじを打ち込
む工程がある。 
図 IV-31 に示すような試験片を各材料から作成し、標準環境下で 1 週間以上放置した

後に専用治具に嵌め込み（図 IV-32）、インストロン万能試験機にて静荷重印加し、荷重
時間曲線を取得した。静荷重の増加速度は 3.92 N/mm以下とした。図 IV-32 の上下に治
具を引張り、試験体が割裂した時点の荷重から割裂抵抗値（N/mm）を算出した。 
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図 割裂抵抗試験における試験片形状

 

 
図 割裂抵抗試験用治具

 
 
各試験体の割裂抵抗値を図 IV-33 に示す。各材料の割裂抵抗値を比較したところ、マ

ホガニー、ニームはほぼ同程度（50～55 N/mm）であったのに対して、トゥーナが明ら
かに低い値を示した（約 32.7 N/mm）（図 IV-33）。このことから、トゥーナは割裂抵抗
に対して他 2 種よりも劣る可能性があることが示唆された。割裂抵抗値は、木理方向に
より大きな影響を受け、通直な針葉樹は低い値を示す傾向にある。しかし、ねじの形状（形
状に依存するトルク）によっては問題なく加工できる場合が多い。トゥーナにおいては、
他 2 種と比較して通直な木理であることから割裂抵抗値が低くなったと予想される。今
後、製品試験に進むにあたり、ねじ加工時の割れや保持力等に着目していく必要がある。 
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図 割裂抵抗試験における試験片形状

 

 
図 割裂抵抗試験用治具
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図 割裂抵抗値比較

 
 

対対象象地地域域ででのの育育苗苗・・植植栽栽トトラライイアアルル

⚫ 早生樹導入モデルの検討：2021年 11月（実施者：仲井） 
⚫ 種子の調達：2021年 12月（実施者：MCDI） 
⚫ 苗木育成手法の検討：2022 年 1 月（実施者：仲井、MCDI） 
⚫ 試験植栽：2022年 1 月（実施者：MCDI） 

 
(1) 活活動動概概要要

対象地における、将来の植栽スキーム導入に向けてトゥーナ、ニームの試験植栽に向けた
育苗活動を開始した。育苗活動においては、ヤマハが既に ABW 関連にて対象地に設置して
いる苗畑設備を活用し、地域住民協力の下で実施した。尚、本活動においては本来現地への
渡航が必要となるが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により渡航困難のため、現地
NGO（MCDI）への企画共有後、再委託活動として実施し、写真、動画等での活動撮影によ
り経過観察を進めた。 

 
(2) 調調査査方方法法

現地 NGO（MCDI）を通して、トゥーナ、ニームそれぞれの種子調達ルートの確保、お
よび年間 300～500 本（樹種当たりの植栽面積 0.5 ha を予定）を目標とした育苗トライア
ルを行った。ABW でも採用しているポット苗を採用し、これら樹種専用の育苗エリアを既
存の苗畑に設置して育苗を進めた。今後の最適な育苗に向けた予備試験として、苗床への播
種からポットへの移植、およびポットへの直接播種の 2 種類を比較して発芽状況を検証し
た。尚、これら予備試験においてはリモートであり、詳細な数値データは取得していない。 
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(3) 調調査査結結果果

⚫ 種種子子のの調調達達性性  
今回、トゥーナ、ニームの苗木は対象地域にて流通していないと分かり、種子の調達か

ら開始した。ニームは街路樹などで植栽されており、それらから採種が可能だが、今回は
時期が限定されていたため、育種センターから種子を調達した。しかし、トゥーナの種子
は、育種センターでも入手ができなかった。既報によれば、トゥーナは種子の劣化が早く、
種子の調達が比較的難しく、タンザニアでの結実期は 10 月頃である[10]。結実し、劣化
程度の低い新鮮な種子を入手するには、11 月頃に採種して早期に現地へ輸送、その後す
ぐに苗床への播種、という効率的なプロセス構築が必要と考えられる。因みに、タンザニ
ア政府の Tanzania Forestry Serviceや、モロゴロとルショトにある Tanzania Tree Seed 
Agency から入手できるとの情報がある。在庫状況や採種時期等は調査が必要である。以
上のことから、改めてトゥーナの導入地域を調査し、種子の入手経路を確保する必要があ
る。 
 
⚫ 育育苗苗トトラライイアアルル  
ニームの現地での育苗状況を図 IV-34 に示す。ニームの育苗にあたり、ABWで行って

いるプロセスを参考に、植栽予定地近くの森林からの土壌採取、砂、堆肥などの収集と配
合によって苗床、ポット苗用の土を作り、播種後には定期的な灌水と除草、防虫剤の散布
を行った。また、苗木は高さ 30 cm 程度を目安に山出しすることを目標とした。これは、
植栽後の野生動物による被害を抑制しながら、1 年サイクルでの育苗植栽を目標にしてい
るためであり、ABWの場合も同程度の基準を目安として運用している。成長したポット
苗（ポットは、円筒形のポリエチレンチューブで底面は貫通している）はポリエチレンシ
ート上に移動させて、根が地面に進行するのを防いだ。山出し前には、灌水を止め、太陽
光に当てて一定期間のハードニングを行った。 
調達したニーム種子は、約 500 個ずつ苗床、およびポットに播種した。ポットへの直

接播種よりも、苗床にて発芽させた方が高い発芽率であり、成長も良好であった。今回は
土の配合は ABWを参考にしており、ニームに最適化した条件出しを行っていないが、結
果から、ニームの育種においては大きなハードルはなく、ニーム未導入の地方農村であっ
ても、比較的容易に導入可能であることが示された。ニームは、先述のように種子の成分
が持つ殺虫成分が実用化されており、既にマーケットが存在する。そのため、育苗につい
てもノウハウが構築されていると考えられる。次のステップとして、木材を育てるだけで
なく、育成中の種子成分が多くとれる種子、母樹の選定と併せて、最適な育苗プロセス構
築に進めていきたいと考える。今後、2022年 2月頃から植栽を開始する。 
トゥーナは育苗トライアルは未実施である。 
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図 現地でのニームの育苗状況

 
⚫ 今後のスケジュール 
トゥーナ、ニームの 2樹種について、対象地への導入検討計画案を表 IV-14 に示す。現

在生産しているニーム苗木は 2022 年の 4月頃（雨季）までに植栽を完了し、乾季が始ま
る 6月頃に初期の成長経過観察を行う。その後、9 月頃から次年度用の種子調達を開始
し、植栽本数、植栽エリアを 2 倍にスケールアップしたトライアルを進め、これら 2 樹種
においての基本情報を得る。その後、育苗工程の最適化を進めることを目的として、対象
地の拡大（例えば、ABW植栽対象地として選定している、他 2か所の農村への展開）と
共にスケールアップ、再現性を検証していく。 

表 年度以降の早生樹導入計画案
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部部材材・・製製品品試試験験

⚫ ギターネック材への加工：2022年 4月頃から実施予定 
⚫ ネック材を対象とした性能試験：2022年 7 月頃実施予定 

ここでは、各種材料をギターネック材形状に加工し、製品試験により性能を把握する。本
調査では、木材自体の物性、性能、調達性に焦点を当てたため、部材・製品試験は行わなか
った。本活動は、本調査の結果を以て次ステップとして進めることとし、各木材あたりギタ
ーを 2 台ずつ、計 6 台を試作し、材料のバラツキや工程適性を検証する予定である。その
後、材料の使用可能と判断できれば、実際の生産を見据えた安定調達、工程を最終設計する。 
 

高高価価格格帯帯ググレレーードド製製品品へへのの適適用用可可能能性性検検討討（（調調達達面面））

⚫ 柾目材の調達性検討：実施前（実施者：神島、仲井） 
⚫ 厚物調達性の検討：実施前（実施者：神島、仲井） 

中高級価格帯のギターモデル搭載を目標として、柾目材、厚物の調達性を検討する。本調
査では普及価格帯のギターを対象とした材料として、板目材、柾目材混合での品質を考えた。
中高級品では、寸法安定性等の観点から柾目材に限定されている。柾目材で調達する場合、
原木サイズが限定されるため入手性が悪くなり、コストが上がる。しかし、体積単価を上げ
ることができ、付加価値が高くなる。仮に、柾目材でもとることができるサイズに樹木が成
長するまで、10～15 年程度であれば非常に有用な林産物となる。 
因みに、ギターネック用の木取り材の幅は 70～80 mm が最低寸法であるため、原木は最

低でも直径 25 cm 以上は必要になる。今回入手したトゥーナの年輪幅は 7～8 mm、ニーム、
マホガニーは 10～12 mm 程度であったことから、10～15 年では十分に柾目材が取れるサ
イズに成長できるだろう。ただし、成長速度に由来して密度や物性が変わることが考えられ
る。成長と物性の関連などを検証しながら、育苗と併せて個体の選別等と一貫した検証を進
めていく必要があると考えられる。 

 
 
 

実実証証調調査査結結果果考考察察

 
ナナレレッッジジ活活用用モモデデルル案案のの導導引引

本調査では、トゥーナ、ニームという楽器への適用事例の極めて少ない早生材の楽器への
適用可能性を検討し、楽器としての有用性を示すことにより今後の製品開発、および持続可
能な森林保全モデルへの展開に活かすことを目的とした。先述のように、ABWをはじめと
する楽器材の中には材料自体に楽器の価値を左右するものがあり、それら木材種は楽器材
として最優先に考えるべき唯一無二の有用樹種と言える。その多くは熱帯の開発途上国の
天然林から産出されている。有用樹種の持続可能性は、楽器メーカーとして喫緊の課題であ
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天然林から産出されている。有用樹種の持続可能性は、楽器メーカーとして喫緊の課題であ

 

ると言える。 
一方、早生材に目を向けると、ユーカリやアカシアなど多くの早生樹がパルプや家具、内

外装材等の木製製品に活用されているが、楽器材として積極的に活用していくにはクリア
すべき課題が多い。その一つに、材料の特性値に由来する「唯一性」が挙げられる。早生材
は成長が早く、場合によっては大規模造林、遺伝子選抜等が行われている。しかし、木材の
特性値としては平均的で、「特定の樹種でなければ成立しない」という製品がない。これは、
楽器への適用事例が少ないことも一因だが、価格や品質、持続可能性という観点では、他の
樹種に簡単に置き換えることができてしまうということである。したがって、本調査ではト
ゥーナ、ニームの「唯一性」をいかに導出するか、という観点が最も重要な検討項目である
と考え、調達性、木材特性の観点から以下の結論を導いた。 

 
① トゥーナ、ニームはマホガニー材と同様に楽器用の木取り材として調達可能で、特

に今回ターゲットとした普及価格帯ギター向けの材料としては問題なく調達でき
る。 

② トゥーナはギターネック用材料として活用できる可能性が高い。一方、ニームは寸
法安定性、強度の観点からギターネック材としては課題が残る。 

 
第一に、調達性という観点では、今回調達した 2 種の材料においては板目材として評価

した。ヤマハのギターラインナップの中で、ギターネック材に求められる仕様は、基本的に
寸法安定性の観点から柾目材が基本となる。しかし、普及価格帯のギターについては、板目
も許容されている（図 IV-35）。柾目材のみ限定する場合、ネック材で言えば幅方向に 80 
mm 以上が基準となり、ある程度の径級の原木が必要となることで、早生材として短伐期施
業には不向きである。早生材の場合は、合理化の観点から枝打ちなどの管理施業が少なく、
欠点を多く含む場合がある。これにより、外観だけで不適判断がされることが多い。しかし、
トゥーナ、ニームにおいては今回の品質でも問題なく調達できることがわかり、コスト面で
の課題は未検討だが、まずは第一関門突破と言える。 
普及価格帯ギターは、主にインドネシア、インドの製造拠点で製造されており、中級価格

帯以上のギターは中国、日本で製造されている（図 IV-35）。アコースティックギターの中
では、普及価格帯ギターは年間 100 万台以上が全世界向けに製造・出荷されており、中高
級価格帯（約 35 万台/年）の約 3 倍以上の生産量を占めている。早生材としては、ある程度
のまとまったボリュームで、手軽に植栽導入できるがメリットの一つである。普及価格帯ギ
ターのネック材として、現行材として使われているマホガニー材は年間約 3,000 m3が調達
されている。ヤマハの楽器群の中でも、この程度のまとまったボリュームを、幅広い基準で
調達している樹種は少ない。したがって、早生材として実績を積み、今後中高級品や他楽器
への適用可能性を考えていく上で、普及価格帯用の材料調達に目途が見えたことは、大きな
進展である。 
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図 ヤマハのギターラインナップと製造拠点、木材仕様の関係

 
 

第二に、木材物性の観点から、トゥーナはギターネック材として活用できる可能性が高い
ことが示された。今後、実際に製品試作を行った上で、製品への適用は検討していくが、強
度、加工性、乾燥性の観点から、現行のマホガニー材と同程度に使える可能性があると明ら
かになった。一方、ニームはこれらの観点ではトゥーナに劣る部分があり、今後、材料視点
でのバラつきを含めて詳細に検討していく必要がある。音響特性を見ると、これらの材料は
いずれもマホガニー材と同程度の特性値であり、ギターだけでなく他の部材への適用可能
性を考える上では、音響部材を含めた幅広い適用も視野に入れることができると考えられ
る。 

 
森森林林保保全全とと住住民民のの生生計計向向上上等等へへのの寄寄与与・・波波及及効効果果

本事業で検討した 2 種の早生材（トゥーナ、ニーム）は、既報から熱帯地域では広範囲で
生育できる種であることがわかっている。そして、先述のように材料としての調達性、木材
特性の観点から、普及価格帯ギター部材としての可能性が示された。このことから、ABW
をはじめとする希少有用樹種の持続的保全において、地域のコミュニティ林業へアドオン
できる活動モデルとして展開できる可能性がある。今回対象地としているタンザニアに限
らず、黒檀やローズウッドなどの希少材の産地にて、希少材の森林保全を進めていく上で弱
点となる短中期的な利益創出、森林保全のインセンティブ向上という切り口にて各地で導
入検討が可能と考えられる。 
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図 ヤマハのギターラインナップと製造拠点、木材仕様の関係
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図 希少材保全モデルにアドオンする早生材育成・利用モデル

 
 
本事業の調査において、図 IV-36 に示すビジネスモデルを導出した。本ビジネスモデル

では、ABW にて確立している既存ビジネスモデル[4]における森林保全活動に対し、早生材
の育成・利用モデルが活動の一つとしてアドオンできることを示している。これにより、既
存の ABW 材の育成、利用ビジネスを基盤とし、早生樹の導入によりコミュニティ住民個人
が育林により農業と同様に短中期的な利益を得ることができる。また、ABW以外に有用資
源がない現地森林に、管楽器事業に加えて他楽器群（ここでは、ギターを指す）の市場が繋
がることにより、各事業の動向に左右されにくい森林保全、木材生産が可能になると考えら
れる。トゥーナ、ニームが楽器に適用できることが示されたことで、現地では有用樹種とし
て早生材を育成することができる。 
早生樹の場合、10 年程度の伐期を目安とすれば、少ない面積でも多くの材を生産するこ

とができる。今回、トゥーナ、ニームは板目材で調達しても十分な品質を得られることがわ
かった。ニームについては物性面で課題が残るが、早生材の課題である内部歪という観点で
両者共に十分に改善可能なラインであることを示せたことは大きい。板目材を含めて多く
の利用材積を見込める製品に使うことで育成、生産が活発になる。例えば、ギターの場合は
普及価格帯～中級価格帯の製品がヤマハの販売数量が多いため、このような価格帯をター
ゲットにすることで一定以上の材積を担保することができ、ビジネスの基盤として適する。 
本事業の終了後、調査結果に基づいて 2022 年度には、製品試験と現地での育苗・植栽の

スケールアップを予定しており、10 年後には年間 100～500 m3の木材生産が見込める規模
にまで拡大していく。現時点での想定価格は、村で育てた早生樹の丸太の想定販売価格は、
FSC 認証林から出材する ABW 丸太材と同価格程度を想定している（FSC 認証の ABW 丸
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太の価格＝150～200 USD/m3[4]）。現在、ヤマハの普及価格帯ギター生産用に購入している
木材の価格帯（詳細価格は非公開）から考えると、現地での加工費用、輸送費用を考えても、
実現可能なレベルである。実際には、コミュニティにて一次加工を行い、その後製材業者に
て仕上げ製材を行うプロセスの構築を考えており、コミュニティへの利益還元を最大化で
きるモデルに仕上げていく予定である。 
図 IV-36 にて想定しているように、早生樹の苗木は、ABW の収益によって得られた森林

保全費用にて村の公的事業として生産し、生産した苗木を住民に無償提供、個人での植栽、
管理を想定している。このモデルでは、村人が早生樹丸太の利益の大部分を個人収入とでき
るメリットがあり、公的事業で生産した苗木のロイヤリティを考慮したとしても住民にと
っては優れたサイドビジネスになる可能性がある。農地として開墾し作物生産が終了した
土地に早生樹を植栽し、10 年程度の伐期を想定する。農地として使用した後に樹木を植栽
し、土地機能の回復を待ち伐採と同時に再度農地に使うサイクルが確立できれば、将来のコ
ミュニティでの主要産業の発展と木材生産を両立できると考えられる。 
 
 
 

今今後後のの課課題題とと提提言言

 
課課題題

本調査では、トゥーナ、ニームについて調達、木材加工、植栽においてそれぞれ以下の課
題が明らかとなった。特に木材加工面においては、製品試験による楽器性能を検証していく
必要があると考える。 

 
① 調達 

トゥーナ、ニームは楽器材としての流通だけでなく、木材としての流通例が少なく、
品質の安定化のため樹種に特化した製材ノウハウの構築が必要。 

② 木材加工 
ギターネック材を対象とした場合、現行のマホガニー材と比較して、トゥーナはね
じ加工など、特定の加工において強度が劣る可能性がある。ニームは、寸法安定性
が劣る傾向にあり、ギターネック材だけでなく、他の材料への適用を考えた場合に
用途が限定される可能性がある。これら課題が、それぞれの樹種を本格的に調達し
た場合の密度バラつきなどによって改善するか否か、検証が必要。 

③ 植栽 
ニームは地域によっては種子の調達が容易であり、既存ノウハウを活用すること
で育苗プロセスの構築が早期に見込める。一方、トゥーナは種子の調達が限定的で
ある。図 IV-36 に示すナレッジ活用モデルを実現するには、安定的な種子調達を
目的とした、各種連携が必要。 
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今今後後のの課課題題とと提提言言

 
課課題題

本調査では、トゥーナ、ニームについて調達、木材加工、植栽においてそれぞれ以下の課
題が明らかとなった。特に木材加工面においては、製品試験による楽器性能を検証していく
必要があると考える。 
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用途が限定される可能性がある。これら課題が、それぞれの樹種を本格的に調達し
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③ 植栽 
ニームは地域によっては種子の調達が容易であり、既存ノウハウを活用すること
で育苗プロセスの構築が早期に見込める。一方、トゥーナは種子の調達が限定的で
ある。図 IV-36 に示すナレッジ活用モデルを実現するには、安定的な種子調達を
目的とした、各種連携が必要。 

 

 
これら課題の中で、調達、木材加工については、ヤマハが有する既存ナレッジ、ノウハウ

を活用して、トゥーナ、ニームを木材として活用できる可能性が高い。調達面では、原産地
域の製材業者と連携し、乾燥プロセスの最適化や品質の安定化を図ることが可能である。こ
れは、既に他の樹種の調達において、品質の安定化やコスト最適化を目的に、各業者と定期
的に改善活動をしてきた実績があるためである。例えば、天然乾燥期間、目標含水率を見直
し、製材方法を提案することが可能である。ヤマハでは、グループ会社にて広葉樹、針葉樹
の製材を行っており、製材に関するノウハウが蓄積されている。必要に応じて、これらノウ
ハウを現地業者に展開していくことができる。 
木材加工については、本調査で取得した木材物性値を基礎データとして、ギターネック材

としての課題を明確にした。今後、設計部門と連携して、製品試験を数回繰り返し、加工方
法の最適化を進めることが可能と考えられる。 
一方、植栽面の課題は、詳細な現地調査が必要である。特に、トゥーナは生育環境的には

可能性があるが、種子の調達が弱点と明確になった。今回、MCDI により、タンザニア中央
部～東部で広く調達性を調査したところ、トゥーナが導入されているエリアであっても種
子調達が困難という結果であった。先のナレッジ活用モデルでは、ABW などの希少種の森
林保全へのアドオンを考えており、これを実現するには必ずしも既存導入地域とは限らな
い。今後の展開によっては、国を跨いで導入することが考えられるため、種子の輸送、育種
ノウハウを早急に検討、確立する必要があると考えられる。 

 
教教訓訓とと提提言言

早生材は、これまで合板や木材、パルプなど広く活用されており、その多くが大規模造林
による木材生産を基盤としてきた。近年、森林資源の持続可能性が重要視されている中、早
生材に置き換えていくこと自体はそれほど難しくない。木材物性面からみても、高弾性、低
損失、高強度の材料は早生材にも多く見られることが分かっている。しかし、単純に使うだ
けで良い、というわけではない。特に楽器のように、一般用途では考慮しない音響性能、高
い寸法精度を求める用途では、必然的に使用量が少なくなる。例えば、カスケード利用の観
点から、高品質部位は楽器に、一般品質に適合する部分は建材に、それ以外はパルプ、燃料
に、という使い方があるだろうが、ビジネスとして成立するかどうかは非常にハードルが高
い。地域住民のメリットを考えると、多くの面積を造林していかなければならないためであ
る。 
今回の調査により、地域のコミュニティ林業との適合性を考え、楽器用の造林を進めるた

めには、いかに限られた面積で中小規模で、住民が管理できるレベルに植栽ノウハウを実装
していく必要があると、改めて知見を得た。MCDI 側と今回の植栽計画を共有する中で、彼
らから「生物多様性への考慮を忘れないようにしたい」との強い提言があった。ABW のよ
うな希少材は天然林にのみ自生し、資源量は少ないながら特定地域に小群を形成しながら
分布している。早生材導入において、現地の生態系のバランスが崩れ、造林地一色になって
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しまうことになれば、ABWのような資源は失われ、一部の楽器は作ることができなくなる。
楽器だけではなく、ABW、黒檀などの希少種は、いわば原産地域の宝ともいえる資源であ
り、地域住民にとっては森林を象徴する樹種でもある。ヤマハのビジネスのために、それら
資源を失うことがあってはならなく、地域住民の生活が木材、農業と共存している現状を見
れば、多様性を担保した地域林業の構築は何としても成立させていかなければならないだ
ろう。 
木材の原産地域では、早生材の他、世界的に知られていない有用樹種が多く存在する。今

回は日本のナレッジを活用するという趣旨で、ヤマハが如何にそれらを活用できるか、とい
う部分に焦点を当てた。しかし、現地には現地のナレッジがあり、伝統的で地域への適合性
が高い木材加工や、用途が確かに存在する。勿論、工業的、産業的にナレッジが昇華されて
いる日本のレベルから考えると、それらは産業としては不十分かもしれないが、現地のナレ
ッジと日本のナレッジを融合させ、新たなイノベーションを起こす、といったことは十分に
可能ではないだろうか。本事業の調査報告の締め括りとして、現地主導の産業創出の可能性
も見逃せないことを提言しておきたい。 
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ナレッジ活用事例 2 

 

ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発  

 

 （ペルー） 

 

  
令和 3 年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業   
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ナレッジ活用事例 2 

 

ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発  
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令和 3 年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業   

 

ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発：：ペペルルーー

ペルー国アマゾン熱帯地域原産のつる性の低木であるサチャインチ（Plukenetia 
volubilis）は、良質な脂質とタンパク質を含む種を実らせる。それを搾ったオイルの生産は
増加する一方で、その搾り粕は十分に利用されていない。 
本実証調査は、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバルが和食等の日本のナレ

ッジを活用してサチャインチの搾り粕を使った食材・試食品開発等を行い、その利用促進を
図ったものである。（期間：令和 3年 7月 8日～令和 4年 2月 1日） 

 

ナナレレッッジジ活活用用実実証証調調査査概概要要

実証調査の構想は下表のとおりである。

表表  IIVV--1155  実実証証調調査査のの概概要要  

課題 

A 

日本のナレッジ 

B 

ナレッジ活用目標 

C=A+B 

ペルーのサチャインチのオイル

搾り粕は、高栄養素材にもか

かわらず食品利用が進んでい

ない 

アマゾン地域が原産のサチャ
インチの搾り粕は、加工技術
や商品開発力等、付加価値向
上に係るナレッジ不足によ
り、認知・流通が低く留まっ
ている。利用が不十分で、市
場にあまり出回っていない
が、栄養価に富み住民裨益に
貢献する可能性が高い。

①「おから」：大豆の搾り粕を食
品利用する手法
②粉末加工技術：食材の粒子を
細かくし、特に液体状の食品の
食感を良くする
③「和食」：食材の様々な調理手
法・技術など 

上記を活用することで、サチャ
インチの搾り粕を使った料理
の幅を広げることが可能であ
る。これらを組合せ、サチャイ
ンチの搾り粕の付加価値を向
上させる。

日本のナレッジを活用し、サ

チャインチのオイル搾り粕の

食材・試食品を開発し、その

利用の促進を図る 

最終目標としては、サチャ
インチの搾り粕の流通量増
大により貧困の多いアマゾ
ン地域住民の生計を向上す
る。それにより現金収入目
的の違法伐採等の非合法の
活動を抑制し、森林保全に
貢献する。

68



 

 
 

地地図図：：途途上上国国対対象象地地

対象地は、ペルー国の北部のサンマルティン州と南部に位置するクスコ県である（図 

IV-37）。

 
出典：Peru Regions Map, Peter Fitzgerald, CC by 4.0

図図  IIVV--3377  調調査査対対象象地地（（ササンンママルルテティィンンおおよよびびククススココ））  

ササンンママルルテティィンン州州はアマゾン地域の森林地帯に位置し、温暖で湿度の高い気候をしてい

る。現地踏査は最大都市のタラポトで行った。

ククススココ県県はアンデス山脈に位置し、起伏に富んだ地形を有する。クスコの街は、インカ帝

国等の歴史上のペルーの首都、現在では観光の中心地となり、県全体で毎年 180 万人の観光

客を呼び寄せ 3F

4、観光名所として世界的に知られる。

 
 
4 ワールド・モニュメント財団.（2021 年 8 月）. 「インカのバジェ・サグラド」
https://www.wmf.org/project/sacred-valley-incas 
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4 ワールド・モニュメント財団.（2021 年 8 月）. 「インカのバジェ・サグラド」
https://www.wmf.org/project/sacred-valley-incas 

 

実実施施体体制制

実証調査の実施体制は図の通り。 
 

 
図図  IIVV--3388  実実施施体体制制  

 

国国内内実実施施チチーームム

実証調査は、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバルが中心主体として行い。対象
地調査、世界の市場の動向調査、日本のナレッジの活用方法の検討、コーディネーション等
をした。その他の関係者は以下の通り。 

 
(1) 協協力力者者１１：：ププロロののシシェェフフ

和食を活用した加工食品レシピ開発は、按田餃子のオーナーである、按田 優子氏に協力

を依頼した。按田餃子は、ミシュランガイド東京でビブルマンに 5 年連続掲載されている人

気店である。プロの料理人である按田氏は、以前 JICA 草の根事業にてペルーを複数回訪問

した経験がある。「冷蔵庫のいらない暮らし」をコンセプトにアマゾン地域での食材や日本

での食材を組み合わせて、保存食の研究・開発を行っている。
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(2) 協協力力者者２２：：粉粉砕砕機機メメーーカカーー

試験的な粉末加工は、国内の粉末粉砕機メーカーに協力依頼した。粉砕機でサチャインチ

の搾り粕を非常に細かい粒子に加工した。

現現地地協協力力体体制制

(1) 現現地地協協力力者者１１：：現現地地ココーーデディィネネーータターー

現地調査のコーディネーション、通訳、現地情報の収集等の協力要員として日系ペルー人

である橘谷エルナン氏を登用した。橘谷氏は JICA プロジェクトにてサチャインチの生産や

加工に関わる現地の業務担当や通訳として事業を円滑に進めてきた経験を有する。

(2) 現現地地協協力力者者２２：：ＡＡ社社

サチャインチのオイル搾り粕の利用に関して、ペルーのＡ社と協議した。Ａ社はサチャイ

ンチオイルをペルー国内で最初に取り扱った企業で、サチャインチに関してのパイオニア

企業である。

(3) 現現地地協協力力者者３３：：B 社社

サチャインチの搾り粕の利用に関して、Ｂ社と将来のペルーでの展開などについて協議

をした。Ｂ社は、ペルーにて作物生産・加工・販売を実施している他、観光業でも知見があ

る。
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背背景景

ペペルルーーのの森森林林面面積積とと劣劣化化状状況況とと対対象象地地のの森森林林状状況況
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図 IV-39 ペルーにおける地域別森林減少面積 

対象地サンマルティン州の面積の内訳は概ね以下の通りである。

・保護地域 約 65%

・自然回復地域 約 20%

・農地等 約 15%

・都市部 約 0.15%

アマゾン地域にあるサンマルティン州は、気候・土壌ともに林業等に向いており、180 万

ヘクタール(ha)の森林関連産業のキャパシティがある。州の林業生産は、ペルー全体の 5.3％

を占める 5F6。また、州として、カカオ、パッションフルーツ、レモン等の柑橘類など、果樹

 
 
5 森林気候変動に関する国家戦略(ENBCC), 2016 
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.
pdf 
6 OPIPS (持続的民間投資促進局). (N/D).「Invest in the Region San Martin」. 
https://regionsanmartin.gob.pe/Archivo.pdf?url=//DEPENDENCIAS_UNIDADES/DOC
UMENTOS/14-archivo.pdf 
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のアグリビジネスに係る民間連携事業に力を入れている。

アアママゾゾンン地地域域森森林林周周辺辺住住民民のの生生計計現現状状とと実実態態

沿岸部と調査対象地のクスコとサンマルティンの位置する山岳地帯・アマゾン地域との

経済格差は、ペルーが抱える課題である。山岳地域やアマゾン地域では貧困層の割合が高く、

電力、上下水道などの基礎インフラが十分整備されていないなど、近年の経済発展の恩恵を

受けられていない。ペルー統計局によると、ペルーにおける都市部の貧困率は、2001 年の

42%から 2010 年には 19.1%まで改善したが、アマゾン地域では 37.3%と依然高い割合で貧

困層が残る。

現地では雇用先が少なく、原生林の違法伐採、麻薬栽培、砂金の採取等、インフォーマル

な活動で生計を立てる住民も多く存在する。それにより、森林減少や砂金抽出・精製時の水

銀使用による土壌・河川汚染、麻薬栽培・売買による犯罪者の増加といった社会不安が引き

起きる。そのため、付加価値の高い農産品やアグリビジネスの開発や、森林の保全に向けた

社会システムの構築が急務である。

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響

ペルーの人口は約 3,300 万人であるが、累計約 219 万人が新型コロナウイルス（以下、「感

染症」と記載）に感染、約 20 万人の死亡が報告されている（2021 年 9 月 19 日時点）6F

7。累

計感染者数は中南米では 5 番目に多く 7F

8、外務省が渡航・滞在にあたって特に注意が必要と

考える国・地域について発出する「感染症危険情報」では、4 段階中で上から 2 つめの、レ

ベル 3「渡航は止めてください（渡航中止勧告）」が出されている 8F

9。また、感染者数の推移

に合わせ、「すべての地域からの入国禁止」から「一部またはすべての地域からの入国者に

対して検疫を実施」まで国境管理変更しており、現時点では後者の状況である 9F

10。

感染症の拡大はペルー経済に深刻な打撃を与えており、2020 年には GDP が 11.1%減少し、

4 月から 12 月の間に就労者数が 20%減少した 10F

11。経済の悪化と失業者数の増加は自然環境

 
 
7 Peru (Worldometer), 2021. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/ 
8 新型コロナウイルス感染世界マップ（日経新聞）、2021年
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/ 
9 各国に対する感染症危険情報の発出（レベルの引き上げ及び維持）（外務省・海外安全ホ
ームページ）、2021 年
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T069.html#ad-image-0 
10 Reuters COVID-19 Tracker. (2021 年 10月).「ペルー」. 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-
territories/peru/ 
11 The World Bank in Peru（世界銀行）、2021年. 
https://www.worldbank.org/en/country/peru/overview 
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7 Peru (Worldometer), 2021. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/ 
8 新型コロナウイルス感染世界マップ（日経新聞）、2021年
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/ 
9 各国に対する感染症危険情報の発出（レベルの引き上げ及び維持）（外務省・海外安全ホ
ームページ）、2021 年
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T069.html#ad-image-0 
10 Reuters COVID-19 Tracker. (2021 年 10月).「ペルー」. 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-
territories/peru/ 
11 The World Bank in Peru（世界銀行）、2021年. 
https://www.worldbank.org/en/country/peru/overview 

 

へも悪影響を与えているとみられる。メリーランド大学のデータによると 2020 年には観測

史上最も多い、190,000ha 以上の原生林が失われた。そしてその主要因として、農業及び放

牧の拡大が挙げられている。

ササチチャャイインンチチのの概概要要とと利利用用状状況況

サチャインチ（Plukenetia volubilis）は、ペルー・アマゾンの熱帯雨林が原産の常緑蔓性低

木である。成長すると、星形の莢に包まれた種子を実らせる。種は抗酸化力の高いオメガ３

脂肪酸と良質なタンパク質を豊富に含み、近年先進国でも注目されている。サチャインチの

栽培面積はペルー内で 2,000ha 以上と推定されている。近年健康食品として世界から注目を集

め、特に欧米市場からの需要の高まりに伴い、ペルーからのサチャインチ加工製品の輸出量

は近年増加している（2015 年には 354 トン、450 万ドルに達した）。他方、サチャインチの搾り

粕は、健康食品として一部では流通しているものの、オイルに比べて認知度が低く、利用が進ん

でいない。

日本でもサチャインチの流通は 2006 年にはじまり、サチャインチオイルがペルーから輸

入された。サチャインチの搾り粕は（株）アルコイリスカンパニーが 2015 年に販売を始め

ている。

ササチチャャイインンチチのの利利用用とと森森林林保保全全・・生生計計向向上上のの関関係係

サチャインチは、持続可能な森林経営と地域住民の生計向上の両立を実現する資源とし

注目でき、その理由に主に次の 3 点を挙げる。

(1) アアググロロフフォォレレスストトリリーーののススタターータターーととししててのの利利用用

サチャインチはつる性であることより、支えとなる別の木を必要とし、森林内で育てたり、

他の木と育てるアグロフォレストリーに向いている。現地ではサチャインチのアグロフォ

レストリー栽培が奨励されている。サチャインチをスターターとして栽培し、植林や他の作

物との混植を行い、二次林の皆伐による牧草地化を抑制することが期待されている。

(2) 長長期期保保存存がが可可能能

山岳地帯やアマゾン地域には、雨期の農作物の輸送難が悩みとなる地域もある。当該地で

は輸送インフラが十分に整っていない地域が多く、このような問題に直面する。このような

輸送が滞るリスクのある地域にも、長期間保存が可能であり収益性も高いサチャインチは

うってつけとなり。現金収入源として期待がされる。

(3) 播播種種かからら収収穫穫ままででのの期期間間のの短短ささ

木材や果樹等の林産物には、植栽から収穫まで数年以上を要するものが多いが、サチャイ

ンチは種を撒いてから最初の収穫までの期間が 10 か月程度と短い。播種から 5 か月後には

花が咲き、8 か月後に結実する。播種してから 2 年で 400 粒以上の種子の収穫が年 5、6 回

可能となる。それにより生産者グループは安定的に種を収穫・販売し、生計を向上させるこ

とが可能となる。
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実実証証調調査査目目的的

対対処処課課題題

ペルーのサチャインチに関する、対処課題を表 IV-16 に記す。

表表  IIVV--1166  対対処処課課題題  

課題 A 

ペルーのサチャインチのオイル搾り粕は、高栄養素材にもかかわらず食品利用が進んでいない 

 
サチャインチは先住民族により昔から日常的に利用されてきた資源であった。2000 年代

に国際的な食用油コンクールでサチャインチオイルが金賞を受賞したことをきっかけに世

界の注目を集め、ここ数年でペルーからのサチャインチの輸出量が増加した。

サチャインチの種からオイルを抽出すると、搾り粕が残る。搾り粕は家畜飼料となる程度

で、従来食用としてはあまり有効利用がされてこなかった。しかしながら、「植物性の高タ

ンパク原料」として健康志向の食品・飲料に活用できると注目がされ、一部では、やや粗い

パウダー状にした商品として流通がされている。一方で、サチャインチオイルに比べて未だ

認知度が低く、十分に利用されずに、市場流通があまり進んでいない。

サチャインチの搾り粕は、良質なたんぱく質が豊富で、2 歳以下の乳幼児に推奨される

「ヒスチジン」を除いた、すべての必須アミノ酸を含有している。更に、カリウム、カルシ

ウム、リン、マグネシウムなどのミネラルが豊富で、オメガ 3 脂肪酸（α‐リノレン酸）

も約 2%含まれる。その栄養成分を、「大豆おから粉末」と比較して図 IV-40 に示す。大豆

おからはたんぱく質を搾るものであるが、サチャインチはオイルを搾るものなので、特にた

んぱく質量などが多い優良食品だとわかる。

 
図図  IIVV--4400  ササチチャャイインンチチおおかからら 330000gg とと大大豆豆おおかからら粉粉末末 330000gg ととのの比比較較  

サチャインチの搾り粕の最大の特長は、必須アミノ酸を含む良質なたんぱく質が豊富で、

脂質やミネラルのバランスが良く、消化吸収性にも優れている点にある。また、香ばしさが
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特有の「香り成分」と、グルタミン酸由来の「うまみ成分」が多く含まれ、「きなこのよう」

と評される味をしている。サチャインチオイルの搾り粕は、言い換えれば高栄養の副産物で

あり、アマゾン地域の優良資源である。

近年の健康を意識した高タンパク食品市場の拡大により、サチャインチの搾り粕の需要

は今後更に伸びていくことが予想される。そのために搾り粕を用いたビジネスの強化は、ア

マゾン地域の住民の生計向上に役立つと考えられる。しかし味への評価が低い消費者も一

部に存在し、食品市場においては健康機能だけでなく、味の良さも重要である。利用促進を

成功させるには、食味の良い食品の開発がカギとなると思われる。

日日本本ににああるるナナレレッッジジ （（活活用用ナナレレッッジジ））

先の対処課題 A に対し、活用する日本にあるナレッジ B を表 IV-17 に記す。

表表  IIVV--1177  日日本本ににああるるナナレレッッジジ（（活活用用ナナレレッッジジ））  

課題  A ナレッジ  B 

ペルーのサチャインチのオイル搾り粕は、高

栄養素材にもかかわらず食品利用が進んで

いない 

①「おから」：大豆の搾り粕を食品利用する手法
②粉末加工技術：食材の粒子を細かくし、特に液体
状の食品の食感を良くする
③「和食」：食材の様々な調理手法・技術など 

 
(1) ナナレレッッジジ①①：： おおかからら

①① ナナレレッッジジ概概要要

豆腐を製造する際に発生する大豆の搾り粕を「大豆おから」として食品利用する技術手法
は日本が培ったものである。豆腐は奈良時代に中国から日本に伝わったとされ、大豆おから
の調理法は、江戸時代に出版された料理本に記されている 11F

12。和食では炒り煮や蒸し料理、
汁物の材料として用いられることが一般的だった。現代の日本では乾燥前の生おから、乾
燥・粉砕したおからパウダー、が食品原料として多様な食品に用いられる。 
大豆おからは栄養価が高い食品であるが、食物繊維が多く、モソモソした食感や大豆製品

特融の風味や臭みが特徴的 12F

13である。しかし、これらの欠点を克服するために日本ではその
調理法や加工技術が培われてきた。 

 
 
12清水祥子、翻刻｢江戸時代料理本集成｣に見るおから料理、
https://core.ac.uk/download/pdf/235094439.pdf 
13 柴田（石渡）奈緒美、生おからを主原料とした加工食品の開発、
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/49/6/49_355/_pdf/-char/ja 
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②② 選選択択理理由由

大豆の搾り粕の利用手法は、同じ搾り粕であるサチャインチのオイル搾り粕に応用が可
能と思われた。大豆おからは、本来は豆乳を搾った後に廃棄されるものであるが、栄養価が
高いこともあり、古くから資源として有効利用されてきた日本人に馴染み深い食品である。
サチャインチの搾り粕も同様に栄養価が高い利用がされてこなかったもの、として共通す
る。大豆おからの食品加工技術をサチャインチに応用することで、付加価値の高いサチャイ
ンチの加工食品の試作開発を試みることとした。

③③ 活活用用・・類類似似例例ななどど

おからは、先述のように炒り煮、蒸し料理、汁物の材料によく活用されてきた。例えば昔、
高知県では正月前に豆腐を作ることが仕来りで、おからはもち米と混ぜて餅にして正月に
食べられていた。また、おからを味付けして魚と一緒に食べる 13F

14など、多様な活用法がある。

近年では大豆おからは、低糖質で食物繊維やたんぱく質が豊富なヘルシー食材として注
目され、クッキーやプロテイン・バー等の健康・ダイエット食品に利用されたり、ハンバー
グのつなぎ、スイーツを作る際の小麦粉の代用品、練り物、チョコレート菓子やワサビ製品
等、多種多様な食品の原料としても用いられる。

(2) ナナレレッッジジ②②：：粉粉末末加加工工技技術術

①① ナナレレッッジジ概概要要

日本で開発される高性能の微粉砕機は様々な資材の粉砕が可能である。粉砕機には様々
な種類があるが、「微粉砕機」は数マイクロメートル以下の微粉へ加工が可能な機械である。
食材については、特に微粉砕すると、食感が滑らかになり、水溶性が向上し液体状態の食品
へも加工の範囲を広げることができる。

②② 選選択択理理由由

流通するサチャインチの搾り粕には、パウダー状のものもあるが、液体に混ぜるとざらつ

 
 
14 農林水産省. うちの郷土料理 高知県 きらずもち. 
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kirazumochi
_kochi.html 
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14 農林水産省. うちの郷土料理 高知県 きらずもち. 
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kirazumochi
_kochi.html 

 

き感が残こる荒さである（80メッシュ程度）。この食感の改善と水溶性の向上がされれば利
用の促進につながると思われる。微粉砕機で粉砕すると 200 メッシュ以上の非常に細かい
パウダーにできる。この加工を施すことで、食感と水溶性が格段に向上する可能性が高く、
本技術を選択した。

③③ 活活用用・・類類似似例例ななどど

微粉砕機は食品、医薬品、化学、エネルギー産業等、様々な産業分野の微粉加工や高付加
価値商品化に活用されている機械である。特に食品分野では、米消費量増加に向けた米粉の
利用拡大を目的とし、米粉製粉機として農協等で用いられる。また、大豆おからを微粉末に
加工し舌触りや風味を改善した商品も販売されており、小麦粉の代替等の用途で利用され
ている。さらに、微粉砕した抹茶を使用した抹茶アイスクリームの開発により売り上げが大
きく伸びた企業の事例もある。

(3) ナナレレッッジジ③③：：和和食食

①① ナナレレッッジジ概概要要

和食は 2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の伝統的な食文化である。食事
の持ち味を引き出し、引き立たせる工夫など、和食として見出された様々な食文化における
工夫がある。和食は、栄養バランスに優れ、長寿や肥満防止に寄与する面、自然の美しさや
季節の移ろいを料理で表現する点、また、年中行事と密接にかかわった食事の時間をともに
することで食事や地域の絆を強化する面などが長所や特徴である。

②② 選選択択理理由由

和食として見出された様々な食文化における工夫を、ペルーのサチャインチの搾り粕を
使った食事に活用することで、様々な可能性が広がることが期待される。例えば、日本古来
の食べものである「しとぎ」は、水で柔らかくした生米を臼でつき粉状にして、水でこねて
団子のようにした食べものである。今では、日常の食事としては消滅しているが、もち米を
蒸してつき、形を変えて、名称が伝承されている。この日本のしとぎのこねる・練るという
発想などに注目して、また、ブランディング力の高い和食と組み合わせることで、サチャイ
ンチの搾り粕のパウダーの活用が可能であるため、本ナレッジを選択した。

③③ 活活用用・・類類似似例例ななどど
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ペルーには、ペルー料理と和食が融合した「ニッケイ料理」があり、現地で人気がある。
また、ヨーロッパの一流シェフが来日した際に、懐石料理といった伝統的な日本料理を食べ、
その美味しさに驚き、自国に戻り醤油やダシなど日本の特有の技術を自らの料理に取り入
れるなどしており、和食は西洋料理に影響を与えてきた 14F

15と言われている。

ナナレレッッジジ活活用用目目標標

本事例の目標は以下のように構想した。

表表  IIVV--1188  ナナレレッッジジ活活用用目目標標  

 
課題 

A 

日本のナレッジ 

B 

ナレッジ活用目標 

C=A+B 

ペルーのサチャイン

チのオイル搾り粕

は、高栄養素材にも

かかわらず食品利用

が進んでいない 

①「おから」：大豆の搾り粕を食品利用する手法
②粉末加工技術：食材の粒子を細かくし、特に
液体状の食品の食感を良くする
③「和食」：食材の様々な調理手法・技術など 

日本のナレッジを活

用し、サチャインチの

搾り粕の食材・試食

品を開発し、その利

用の促進を図る 

 
本調査業務の目標と最終目標について解説する。

➢ 最終目標：サチャインチの搾り粕の流通増大による、住民の生計向上及び周辺森林の
保全

➢ 本業務の目標（C）：サチャインチの搾り粕を使い、和食のナレッジ等を活用した付加
価値の高い食材・食品の試作を行うことで、搾り粕の利用を促進させ、流通量増大に
寄与する

本業務を通じて目指したのは、サチャインチに関わる加工技術や商品開発技術を導入し、

商品の高付加価値化・技術の向上による地域産業振興を図り、利用が十分に進んでいないサ

チャインチの搾り粕の流通量を増大することにより、アマゾン地域住民の生計向上を果た

し、違法伐採等のインフォーマルな活動を防ぐことで、現地の森林保全に資することである。

これらにより、SDGs目標 8「働きがいも、経済成長も」、目標 1「貧困をなくそう（No Poverty）」、

目標 13 「気候変動に具体的な対策を（Climate Action）」、目標 15 「陸の豊かさも守ろう（Life 

on Land）」の達成にも貢献することを目指した。

そのために本調査では、消費者の認知度を高めるために、サチャインチの搾り粕に和食の

ナレッジを組み合わせたレシピを開発することとした。

サチャインチの搾り粕は、きなこに似た香ばしい香りがするというのが、特徴である。こ

 
 
15 内閣府（2016）、「日本料理を世界へ」、https://www.gov-
online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201611/201611_01_jp.html 
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15 内閣府（2016）、「日本料理を世界へ」、https://www.gov-
online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201611/201611_01_jp.html 

 

の特徴を生かし、日本の伝統的な料理や調味料との組み合わせにより、より深みのある味わ

いを持ち、且つ栄養価の高いレシピの開発を目指した。

搾り粕は市販のインカインチ 15F

16パウダーよりもさらに粒度を細かく粉末加工すれば、非常

に滑らかなテクスチャーになることが期待され、様々なレシピへの応用が可能となる。

その利用促進先は、ペルー国内及び健康意識が高い日本を含む先進国が有望と考えられ

る。ペルーでは醤油や味噌などを利用した日本食がブームとなっており、将来的に現地向け

の食品・商品の開発を行い、利用を促進すること検討できる。

 

 
 
16 サチャインチの別名。他にもインカナッツ、サチャピーナッツ等と呼ばれることもあ
る。 
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実実証証調調査査のの活活動動

先の目標 C を目指して、下表の 5 つの活動を実施した。

表表  IIVV--1199    活活動動概概要要表表  表表内内  

活動 内容 関連・活用ナレッジ

１ サチャインチの搾り粕のペルー国内バリューチェーン調査 ナレッジ①、② 

2 サチャインチの搾り粕に関連する先進国を含む世界の健康

食品の市場調査 

ナレッジ①、② 

3 粉砕機の現地適用可能性調査 ナレッジ② 

4 サチャインチの搾り粕を活用し和食のナレッジを用いた試食

品試作 

ナレッジ①、②、③ 

5 情報整理・分析  

※ナレッジ：①おから、②粉末化技術、③和食  
 
 
各活動の実施国およびバリューチェーンのフェーズの関係性は次の図に示す通りである。

 
図図  IIVV--4411    活活動動のの対対象象国国おおよよびび対対象象ととすするるババリリュューーチチェェーーンン  
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活活動動結結果果

各活動の結果の概要は下表の通りであり、詳細は続けて記す。

表表  IIVV--2200    主主要要活活動動結結果果  

活動 主主要要結結果果
１ サチャインチの搾り粕のペルー国内バリューチェーン調査

⚫ ペルーにて訪問視察・インタビュー調査等：バリューチェーン、サチャインチ
の生産、サチャインチ製品・加工・販売、高付加価値化等に係る調査

2 サチャインチの搾り粕に関連する先進国を含む世界の健康食品の市場調査

⚫ デスクトップ調査：健康食品、タンパク質を多く含んだ食品、サチャインチを
使用した食品の動向を中心に調査

3 粉砕機の現地適用可能性調査

⚫ サチャインチの搾り粕の加工食材（パウダー）開発（粉砕試験）（9 月）
⚫ 現地訪問先・質問事項の検討・整理
⚫ ペルーにて導入可能性調査

➢ サチャインチ加工技術に係る課題調査
➢ 日本のナレッジ（粉末機）を活用して加工したサチャインチ食材の配布
➢ 日本のナレッジ（粉末機）への関心・導入可能性に係るヒアリング

⚫ 粉末機の導入に係る課題等の整理、対応方針検討
4 サチャインチの搾り粕を活用し和食のナレッジを用いた試食品試作

⚫ サチャインチの加工食材と日本のナレッジを活用した食品レシピ開発
⚫ サチャインチの加工食材と発酵技術とのコラボレーション
⚫ 開発食品レシピの試食調査（１）（チーム内）
⚫ 試食調査（１）の結果を踏まえたレシピ調整
⚫ 試食調査（２）（チームと JIFPRO 合同）

5 情報整理・分析

⚫ 各活動の情報・結果整理
⚫ 将来展望と現状の比較、今後の活動計画

活活動動１１：：ササチチャャイインンチチのの搾搾りり粕粕ののペペルルーー国国内内ババリリュューーチチェェーーンン調調査査

(1) 目目的的とと実実施施方方法法

ペルーのサチャインチ加工品（オイル、粉末）の輸出量は、統計データより把握可能であ
る。一方で、粉末（サチャインチの搾り粕）のバリューチェーンの詳細情報は明らかでなか
った（例えば、ペルー国内の生産・消費状況や海外への販売状況）。そこで現地にて、サチ
ャインチの搾り粕のバリューチェーンの現状と課題を調べ、サチャインチの搾り粕の利用
促進に役立てることした。活動 1 は、インタビュー調査と文献調査により実施した。
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(2) ババリリュューーチチェェーーンン概概要要

ペルーにおけるサチャインチの栽培面積は 2,000ha 以上、生産者は 4,000 人以上と推測さ
れる。主な生産地はサンマルティン、フニン、ワヌコ、ウカヤリ、ロレート、アマソナスの
6 州である。欧米市場からの需要の高まりに伴い、ペルーからのサチャインチ加工製品の輸
出量は近年増加している。年間輸出量は 2011 年から 2015 年の間に 27%ずつ増加し、2015

年には 354トン、450 万ドルに達した 。

日本におけるサチャインチの流通が開始したのは 2006年で、まずサチャインチオイルが
ペルーから輸入されるようになった。2012 年に発効した日本・ペルー経済連携協定（EPA）
において、サチャインチは特恵税率の対象品目に認定された。サチャインチの搾り粕が日本
市場に登場したのは 2015 年で、㈱アルコイリスカンパニーが販売を開始した。

(3) ササチチャャイインンチチのの生生産産

ペルーにおけるサチャインチ生産量の推移を下図に示す。2019年を除き 2015 年以降順調
に生産量は増加している傾向にあり、2018年及び 2019年には 2,500 トン以上を生産してい
る。

 
出典：ペルー農業灌漑省

図図  IIVV--4422    ペペルルーーののササチチャャイインンチチ生生産産量量のの推推移移（（トトンン））  

2020 年以降に関しては、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ペルー国内
においてもロックダウン（都市封鎖）が実施され、サチャインチ生産者も外出規制により管
理が適切実施できず、サチャインチの生産量が減少していると考えられる。
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年間のサチャインチの生産量を県別に整理したものが下図になる。サンマルティン州に
おける生産量は他県と比較して非常に多く、全体の約７割近くを占める。

 
出典：ペルー農業灌漑省

図図  IIVV--4433    ペペルルーーのの県県・・年年別別ササチチャャイインンチチ生生産産量量のの推推移移（（トトンン））  

表表  IIVV--2211  22001199 年年ササンンママルルテティィンン州州ののササチチャャイインンチチ生生産産量量  

                                                                    生産量：t／年 

 
出典：ペルー農業灌漑省

サチャインチ生産及び加工に関わる現地調査は、サチャインチの生産が最も盛んなサン
マルティン州でおこなった（県の商業都市のタラポトを中心に調査）。なお、同州における
サチャインチ生産の詳細は先の表の通りである。2019年時点で最も生産量が多い地区Lamas、 

市名 生産面積（ha） 生産量（t）

合計
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Picota の生産量で、２地区併せて同県の生産量全体の 8 割以上を占める。いずれの地区とも
に調査地のタラポト周辺に位置している。

⚫ A 社社ののヒヒアアリリンンググ

A 社はサンマルティン州において、サチャインチのパイオニア企業である。契約農家から
種を買い取り、自社でもサチャインチの生産をする。ペルーの圃場でサチャインチを栽培し、
生産能力強化事業を実施しているが、その一環で A 社の圃場は 2020 年に有機 JAS 認証を
取得している。

A 社の述べた、新型コロナウイルス感染症の影響は次のとおりである。ロックダウンによ
り外出が許されない状況が長く続き、サチャインチの生産は管理者や普及員による適切な
管理が行えなくなった。また、実際に自社で生産栽培するサチャインの多くが枯れていた
（2021 年 9 月上旬出張時に視察確認）。対策としては新たな作付けを行い、2022 年前半に
は実がなるように計画している。

  
写写真真 社社のの自自社社生生産産ののササチチャャイインンチチ 写写真真 ササチチャャイインンチチをを生生産産しし直直すす様様子子

（（ココロロナナのの影影響響後後））

サチャインチは年中収穫が可能である。買取り価格は、生産量が少ないと高くなり、生産

者は生産モチベーションが高まりやすい。しかしその結果、生産量を増やすと、流通量が増

加し、買取り価格は安くなってしまう。そうなると逆に栽培量も減少する。といったサイク

ルでサチャインチの供給量と価格は決定されている。コロナ禍において、供給量への影響は

多少あったものの、それほど流通、需給、価格への大きな影響はないと確認した。

サンマルティン州以外の地域について、例えばウカヤリ県では一部アグリフォレストリ
ーを取り入れたサチャインチ生産をしている。現地ではサチャインチのアグロフォレスト
リー栽培が奨励されており、サチャインチをスターターとして栽培し、植林や薬用植物、他
の作物との混植を行うことを通じて、二次林の皆伐による牧草地化を抑制することが期待
されている。実際に森林と共存しながら、里山的な役割としてサチャインチの栽培が行われ
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ている。森林に自生するサチャインチもあるが、ツル科の植物のため、上へ上へとツルが伸
び、管理しないと手が届かなくなり収穫できなくなる。そのために、他の植物を柵代わりに
してサチャインチを生育する（写真 3 の写真の赤で囲まれた箇所）。

 
写写真真 アアググロロフフォォレレスストトリリーーののススタターータターーととししてて栽栽培培さされれるるササチチャャイインンチチ

(4) ササチチャャイインンチチ製製品品・・加加工工

A 社はサチャインチの加工工場を有し、オイルの製造とその製造過程でできるサチャイ
ンチの搾り粕も製品化している。記載内容は企業情報により限定するが 2000 年代からこの
ようなサチャインチ関連の加工製造をしている。

  
写写真真 社社のの加加工工工工場場のの外外観観 写写真真 ササチチャャイインンチチのの種種のの殻殻をを除除去去すするる機機械械

加工工程は、莢むき機（莢を取り除く）、ふるい機（サイズ分け）、種の殻の除去、見た目
の選別（手作業）、搾油機（圧搾）、フィルター通し、瓶詰め機（瓶詰）という流れである。
作業工程のうちフィルターを通した後に、オイルと搾り粕に分けられ、温度や圧力設定を行
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ったエクストローダーを通して、搾り粕ができてくる。搾り粕を粉末化する機械は有してい
ない。

A 社で製造したオイルは、9 割以上は欧米、日本等の海外向けに輸出している。残り 1割
はペルー国内の高級スーパーに卸している。パウダーに関しては、海外のみに販売している。

(5) ササチチャャイインンチチ製製品品販販売売（（リリママのの市市場場調調査査））

リマにてサチャインチ製品の市場調査を行った。アマゾン地域はサチャインチの一大生
産地はであるが主な消費地ではなく、他方でリマはサチャインチ製品を多く取り扱ってい
るからである。具体的には現地の販売店を訪問した。その形態は、市場のハーブ専門店、粉
末販売店、健康食品専門店街の店舗、庶民向け大型スーパー、高級スーパーであり、訪問し
てサチャインチ関連食品の品揃えを確認した。調査結果は表のとおり。

表表  IIVV--2222  ササチチャャイインンチチ商商品品のの取取りり扱扱いい状状況況（（リリママ））  

販売場所 店舗の詳細 
オ
イ
ル 

パ
ウ
ダ
ー 

種
（
ナ
ッ
ツ
） 

プ
ロ
テ
イ
ン 

パ
ウ
ダ
ー 

市場 ハーブ専門店 〇 － － －
粉末販売店 － － 〇 －

健康食品専門店街 健康食品専門店街の店舗 〇 〇 － 〇
スーパー 庶民向けスーパー 〇 － － －

富裕層向けスーパー 〇 － － 〇
調査団調べ

表が示す通り、オイルはほとんどの店で取り扱われている。パウダーは健康食品を専門と
する店のみの扱いで、一般の消費者が良く利用するスーパーには陳列されていなかった。一
方で、高級スーパーで健康維持、筋力増強用のプロテインパウダーの原料を見ると、一部サ
チャインチが含まれる商品も確認できた。このように、オイルは広く販売されていることを
確認したが、パウダー単体でのサチャインチの商品は自然健康食の専門店以外では見あた
らなかった。また、パウダーは、存在や使い方を、皆あまり知らないと確認した。
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写真 健康食品専門店に陳列された

サチャインチオイル

写真 健康食品専門店に陳列された

サチャインチパウダー

 
(6) ササチチャャイインンチチ製製品品のの高高付付加加価価値値化化

首都リマではサチャインチオイルは広く取り扱われ、認知度が高いが、サチャインチの搾
り粕は、まだ認知度が低いと分かった。ペルー国内及び海外市場にて、搾り粕の利用促進が
されたほうが、住民への裨益を増やせる。そのために搾り粕の利用を促すような、付加価値
の高い利用方法や食品メニューの開発は適切と思われた。ペルーでは「ニッケイ料理」も人
気であり、事例では和食を活用した食品開発をし、付加価値を高めることを検討した。

⚫ B 社社ととのの協協議議・・ヒヒアアリリンンググ

A 社と協力関係にある B 社と協議・ヒアリングを行った。B 社はアマゾン（標高 1,000m）
からアンデス山脈（4,200m）までの高低差のある起伏に富んだ地形を活用してサチャインチ
を含めた多種多様な作物を取り扱っている。日本の粉末化する技術にも関心を持ち、自社加
工工場で果実の乾燥化等を行っている。農林産物活用に関しては、政府と連携するなどして、
ジャガイモやマカなどの生産を行う。農林産物の活用については、アメリカやヨーロッパな
どの市場向けに、ジャガイモやトウモロコシの粉をブレンドしたパン生産用の粉の加工を
2021年に開始した。また、シェフと連携して、ナチュラルハーブ、オーガニック野菜、ドラ
イフルーツなどを利用した商品開発と販売を行う。さらに観光業も行っている。

B 社とのサチャインチの搾り粕に係る協議結果のポイントは、以下の通り。

⚫ クスコは、ペルー国内でのインバウンド需要を満たせる観光地であり、そこでの販
売は期待できる。

⚫ クスコの起伏に富んだ地形は、熱帯のアマゾンからアンデス山脈の高地からなる。
サチャインチも含めて標高差別にペルー特有の作物であるキヌア（穀物）、ジャガイ
モ、アマランサス（穀物）、マカ（根菜）等を収穫可能である。

⚫ クスコは販売に適し、また搾り粕製品とその他ペルー特有のスーパーフード及びハ
ーブ等を組み合わせ、さらに付加価値の高いサチャインチ関連製品の製造・加工の
拠点にできる可能性がある。
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写写真真 ママカカ栽栽培培をを行行うう契契約約農農家家のの様様子子

（（標標高高 のの高高地地））

写写真真 社社のの新新たたにに建建設設さされれたた加加工工工工場場のの外外観観

（（ククススココ））

クスコでは複雑に山と谷が入り組んだ環境を背景に、ジャガイモ、トウモロコシ、カボチ

ャ、キヌア（穀物）、カカオ、コーヒー、バナナ、パパイヤ（果実）等の多様な伝統農業が

行われている。サチャインチを含めた多種多様な原料が一地域で調達可能な場所である。多

様な自然地形を利用して、インカベリー（果実）、キヌア、カムカム（果実）、マカ（根菜）

など多くのスーパーフード 16F

17の栽培が可能であり、それらを組み合わせた加工・製品開発が

行いやすい。

クスコの街は、インカ帝国等の歴史上のペルーの首都、現在では観光の中心地となり、県

全体で毎年 180 万人の観光客を呼び寄せ 17F

18、観光名所として世界的に知られる。つまりクス

コは世界から集まる観光客をターゲットとした販売促進が期待できる場所でもある。

活活動動 ：：ササチチャャイインンチチおおかかららにに関関連連すするる先先進進国国をを含含むむ世世界界のの健健康康食食品品のの市市場場調調査査

(1) 目目的的とと実実施施方方法法

サチャインチの搾り粕は、たんぱく質が豊富で、コラーゲンの元となるグリシン、ミネラ
ルやオメガ３等も豊富に含まれる優良食材であり、今後需要の拡大が見込まれる。そこで、
先進国を含む世界の健康食品市場の動向を調査し、サチャインチの搾り粕の利用促進の対
象となる市場を明らかにし、その市場を意識したレシピ開発のための情報を収集すること
とした。本市場調査は、主にデスクトップ調査にて実施した。

 
 
17 Peru for Less. （2020年 7月）.「15 Peruvian Superfoods That Will Change Your 
Life」. https://www.peruforless.com/blog/peruvian-superfoods/ 
18 ワールド・モニュメント財団.（2021 年 8 月）. 「インカのバジェ・サグラド」
https://www.wmf.org/project/sacred-valley-incas 
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(2) 健健康康食食品品全全般般

2018年度の世界の健康食品（ビタミン・栄養補助食品）市場の売り上げは、1,140億ドル
であった 18F

19。図に示す通り、国別ではアメリカが 291 億ドル、中国が 231 億ドル、日本が
110億ドルであった。

出典: 健康産業新聞、特集【海外サポート】拡大する世界の健康食品市場、情報収集で商機を掴む
 (https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/13742) より調査団引用、編集

図図  IIVV--4444  世世界界のの健健康康食食品品（（ビビタタミミンン・・栄栄養養補補助助食食品品））市市場場のの売売りり上上げげ  （（UUSS ドドルル））  

2019年に米国栄養評議会（CRN）が公表した「ダイエタリーサプリメント消費者調査 2019」
によると、米国消費者の 77%（前年比 2%増）がサプリメントを利用し、過去最高記録を達
成した 19F

20。また 2021 年から 2025 年の間に、3,621 億 5,000 万米ドルの成長が見込まれる 20F

21。

アメリカのサプリメント市場は、2021 年度 269.9 億ドル規模で、2011 年と比較すると約
1.5 倍に拡大する見通しで、拡大基調が続いている 21F

22。市場拡大の要因の一つに、医療費負

 
 
19 健康産業新聞、特集【海外サポート】拡大する世界の健康食品市場、情報収集で商機を
掴む、https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/13742（アクセス日：2022年
1 月 7 日） 
20 同上 
21 株式会社グローバルインフォメーション、世界の健康食品市場（2021~2025 年）Global 
Health and Wellness Food Market 2021-2025 、 
https://www.gii.co.jp/report/infi1033101-global-health-wellness-food-market.html（アク
セス日：2022年 1 月 7 日） 
22 TPCビブリオテック、2019年 アメリカのサプリメント市場 https://www.tpc-
osaka.com/c/health/mr220190482（アクセス日：2022年 1月 7日） 
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担が増え、健康意識が向上したこと、それを背景に、消費者が疾病の治療から予防に重点を
移し、より健康的な生活スタイルを求める傾向が強まったことが挙げられる。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、在宅勤務者が増え、その結果運動不足に陥る等健康への
意識が高まっている。これを受けて、高タンパク質食品等への関心が高まり、市場が拡大し
ている。

(3) タタンンパパクク質質食食品品

近年、世界の植物性タンパク質市場の規模は拡大し、2020 年は 103 億ドルであったが、
2026 年には 156 億ドルに達すると予測される 22F

23。背景には、消費者の嗜好が変化し、持続
可能な生活スタイルに価値観を置き、動物性タンパク質への依存度を下げ、より栄養価の高
い食事をとる動きが活発化していることがある。

植物性タンパク質市場では、北米地域が最大シェアを占める。TPC ビブリオテックによ
ると、アメリカでは、プロテインの消費者層が筋肉を鍛えたいアスリートや男性から、健康
維持を目的とした人にまで広がり、従来とは異なった商品が求められるようになった 23F

24。特
に、植物性プロテインは、健康上の理由や倫理的な観点から需要が高まり、商品強化を図る
動きがアメリカでも活発化している。

(4) ササチチャャイインンチチをを使使用用ししたた食食品品

サチャインチは日本を含む世界の市場で多少見られるようになった。例えば、表 IV-23の
ような商品がインターネットを通じて販売されている。しかし、サチャインチのオイルの搾
り粕を利用した商品はあまりなかった。

 
 
23 株式会社グローバルインフォメーション、植物性タンパク質の市場規模、2026年に

156億米ドル到達予測、https://www.value-press.com/pressrelease/267327、（アクセス
日：2022年 1 月 7 日） 

24 同上 
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表表  IIVV--2233  日日本本でで購購入入ででききるるササチチャャイインンチチののタタンンパパクク質質商商品品例例  

企企業業名名  

（（所所在在地地））  
商商品品名名  商商品品概概要要  商商品品イイメメーージジ  

BRASS 
ROOTS

（米国）

Brass Roots 
Organic Sacha 
Inchi Seed Butter

サチャインチの種子を
ペースト状にしたもの

Imlak’esh 
Organics

（米国）

Imlak'esh 
Organics, Sacha 
Inchi Nuts

サチャインチの実をロ
ーストしたもの

株式会社
トキワ
漢方製薬
（日本）

サチャインチ茶
サチャインチの外殻を
ティーバッグタイプの
お茶にしたもの
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活活動動 ：：粉粉砕砕機機のの現現地地適適用用可可能能性性調調査査

(1) 目目的的とと実実施施方方法法

サチャインチの搾り粕の粉砕加工を、現地で行い、より付加価値の高い商品の製造販売を
行えば、生産・加工に携わる現地住民の収入増につながる。そこで、現地のサチャインチ生
産・加工業者や関連する公的機関等を訪問し、サチャインチの搾り粕の加工上の課題・粉砕
機導入に関連するビジネス環境を調査、日本製の粉砕機への関心の有無を確認し、粉砕機の
現地適用可能性を調査する。本活動は、2021 年 7 月下旬から 9 月上旬の期間に、日本のナ
レッジを活用した資材加工、インタビュー調査と加工開発した搾り粕の食材サンプル配布
にて実施した。

(2) 日日本本ののナナレレッッジジをを活活用用ししたた加加工工食食材材のの開開発発

現地へ出向く前に、日本でサチャインチオイルの搾り粕を、日本の粉砕機を使用して加工
し、粉末パウダー状の新しい食材サンプルを用意した。資材はペルーから取り寄せたサチャ
インチオイルの搾り粕を使用した。開発した食材を試食用サンプルとしてペルーで関係者
に配布した。

https://labonect.com/finepowdermill/

写写真真  1100  粉粉末末機機ののイイメメーージジ例例  写写真真  1111  粉粉末末化化さされれたたササチチャャイインンチチオオイイルルのの搾搾りり粕粕  

 
 
流通中のパウダー状サチャインチの搾り粕は、液体に混ぜた際に不快となるざらつき感

がある。これは粒が 80 メッシュ（200 ミクロン）程度の荒さであるためだが、日本の微粉
砕機を活用すれば、200メッシュ以上（100ミクロン以下）の細かいパウダーにできる。加
工を施し、食感と水溶性を格段に向上した。
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(3) ヒヒアアリリンンググ調調査査（（ペペルルーー））

サチャインチのパイオニア企業の A 社、生物多様性や自然環境の持続可能性に貢献する
B 社、サチャインチの研究を行うペルー・アマゾン研究所（IIAP）を訪問し、インタビュー
を実施した。併せて日本加工開発したサチャインチ搾り粕の食材サンプルを関係者に配り、
加工に関するヒアリングをした。

①① ササチチャャイインンチチ加加工工ににおおけけるる課課題題

各組織のサチャインチの搾り粕の加工に関する課題は以下の通りであった。

表表  IIVV--2244  各各組組織織のの搾搾りり粕粕のの加加工工にに係係るる課課題題  

組組織織名名 課課題題
A 社 ⚫ サチャインチを粉末化する加工技術は有していない。

⚫ ペルー国内にある粉末化技術は粒子が荒く、食感がざらつく。そのため体内
への吸水性が限定的だと考える。

⚫ クスコの国立農業研究所（Inia）は地元産品であるジャガイモの研究・開発
を行っている。同様にサンマルティンの Inia はサチャインチを地元産品とし
て取り扱うが、同時に Inia は大手企業が推進する作物への支援を行い連携し
た活動を行う。実態としてサチャインチへの技術的な協力・サポートは少な
い（一方で、ペルー・アマゾン研究所（IIAP）はサチャインの研究を連携し
て行っている）。

B 社 ⚫ サチャインチを粉末化する加工技術は有していない。加工工場には乾燥機は
導入し、乾燥インカベリーや天然塩の不純物を取り除く作業を行っている。

⚫ サチャインチ含むペルー特有のスーパーフード、ハーブ、果物や野菜等の原
料を用いたグルメ食を現地のシェフと開発したい。しかし滑らかさを出すメ
ニューの開発はできていない。それ故、他のアマゾンやアンデスの食品との
組み合わせの幅が限定的であった。

⚫ 農業生産を行う農家や公的機関に加工技術を導入することも考えられる。し
かし民間企業に導入し、維持管理を行うのが、機械の継続的利用や持続性の
観点から望ましい。

IIAP ⚫ アマゾン地域に関連する農業生産の研究が多く、2020 年から農業加工技術
（収穫後の管理）についても取り組み始めている。その一環でサチャインチ
のポストハーベストの研究室を設置しているが、粉末機を含む加工機材は所
有していない。

⚫ サチャインチ関しては、品種改良、堆肥の改善による生産性向上への取り組
みを主に行っており、加工技術への対応はこれからである。
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②② 粉粉末末加加工工ししたたササチチャャイインンチチパパウウダダーーのの配配布布

 
日本で加工したサチャインチ食材のサンプルを関係者に配布、味見、テクスチャー等のコ

メント・感想を確認した。結果は以下の通り。

 
表 日本のナレッジを活用したサチャインチ加工食材試食の感想

組組織織名名 食食ししたたココメメンントト・・感感想想
A 社 ⚫ メッシュが非常に細かい。この粉末技術であれば、水にもすぐに溶け、吸収

性が高まり、健康に良い影響を与えられると考えられる。
⚫ ペルー国内でこれほど粉末化できる技術は存在しないだろう。
⚫ サチャインチの搾り粕を粉末にする技術に非常に高い関心がある。

B 社 ⚫ 非常に細かく良い粉末である。
⚫ サチャインチのみならずペルー特有のスーパーフード（サチャインチ、マカ

（根菜）、ジャガイモ、ヤーコン（根菜）、バナナ、ルクマ（果実）等）や野
菜を組み合わせて試作したい。これにより新たな高付加価値のある加工食品
として製品化を目指せる。

IIAP ⚫ すぐに機能性食品として商品化できると考える。粒子が細かく、液体との組
み合わせがよいはずなので、例えば、シェークを作る会社との連携の可能性
もある。

⚫ 既存のパウダーと比べて、きめが細かい、食べやすい、後味が良い、インス
タントスープにもできそうという印象を受けた。
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②② 粉粉末末加加工工ししたたササチチャャイインンチチパパウウダダーーのの配配布布

 
日本で加工したサチャインチ食材のサンプルを関係者に配布、味見、テクスチャー等のコ

メント・感想を確認した。結果は以下の通り。

 
表 日本のナレッジを活用したサチャインチ加工食材試食の感想

組組織織名名 食食ししたたココメメンントト・・感感想想
A 社 ⚫ メッシュが非常に細かい。この粉末技術であれば、水にもすぐに溶け、吸収

性が高まり、健康に良い影響を与えられると考えられる。
⚫ ペルー国内でこれほど粉末化できる技術は存在しないだろう。
⚫ サチャインチの搾り粕を粉末にする技術に非常に高い関心がある。

B 社 ⚫ 非常に細かく良い粉末である。
⚫ サチャインチのみならずペルー特有のスーパーフード（サチャインチ、マカ

（根菜）、ジャガイモ、ヤーコン（根菜）、バナナ、ルクマ（果実）等）や野
菜を組み合わせて試作したい。これにより新たな高付加価値のある加工食品
として製品化を目指せる。

IIAP ⚫ すぐに機能性食品として商品化できると考える。粒子が細かく、液体との組
み合わせがよいはずなので、例えば、シェークを作る会社との連携の可能性
もある。

⚫ 既存のパウダーと比べて、きめが細かい、食べやすい、後味が良い、インス
タントスープにもできそうという印象を受けた。

  

  

  

    

 

③③ 日日本本ののナナレレッッジジ（（粉粉末末機機））へへのの関関心心・・導導入入可可能能性性

日本の粉末加工技術の導入可能性に関してヒアリングした結果を表に整理した。

表表  IIVV--2266  現現地地調調査査ヒヒアアリリンンググ結結果果概概要要  

組組織織名名 粉粉末末加加工工技技術術のの導導入入可可能能性性

A 社 ⚫ サチャインチの搾り粕を粉末にする技術に非常に高い関心があり、購入した
い。この技術導入によって、更なるサチャインチ製品の利用拡大を目指した
い。

⚫ オペレーションや維持管理をどのように行うのかも重要であるため、実際に
機材の操作法や維持管理方法を学ぶために、日本に渡航してもよい。

⚫ 購入・導入にかかる資金調達方法についても、検討する。

B 社 ⚫ 工場内のスペースもあるので、小さめの粉末加工機材を導入したい。
⚫ それにより、他の食品との組み合わせの幅が広がり、新たな加工食品として

付加価値を生むことが期待される。
⚫ 高付加価値化により、コミュニティへの経済的対価の還元（所得向上）、環

境や生態系の保護・持続性、さらには消費者の栄養改善が期待される。

IIAP ⚫ サチャインチの搾り粕を粉末にする技術に関しては関心を持つ（今後は加工
技術についても研究の幅を広げていくため）。

⚫ 現状では加工技術を研究する人材が不足しているため、すぐには対応できな
い。

 
表の通り、A 社と B 社は粉末加工技術の導入に積極的であった。２社は既に工場を有し

ており、そこに機材導入ができる。日本の優れた加工技術の導入は、高付加価値化につなが
る加工を可能にし、それにより住民の裨益効果を高めることができると、現地の関係者の見
解も一致した。（本調査内では、関係者は実際に実物の機械を触ったり、スペック確認、操
作方法・維持管理方法等を確認・習得していない。実際の機材導入に際しては事前に、機材
の使い方の学習・理解等が必要と思われる）
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活活動動 ：：ササチチャャイインンチチおおかかららをを活活用用しし和和食食ののナナレレッッジジをを用用いいたた試試食食品品試試作作

(1) 目目的的とと実実施施方方法法

日本のナレッジを活用して搾り粕を使う試食品やレシピを開発する。それにより搾り粕に付
加価値を加え、サチャインチの搾り粕の利用促進を狙う。活動 4 は、2021 年 8 月からチーム
内企画・協議、様々な食材と和食のナレッジを活用した試作、試食を通して実施した。

加工食品・レシピ開発は按田氏の協力を得た。按田氏はレストラン（按田餃子）創立者兼
共同オーナーで、ペルーに 7 回渡航経験があり、ペルーの伝統食品の食品加工に精通してい
る専門家である。サチャインチに和食ナレッジを活用した幅広いメニュー開発に協力を得
た。

(2) レレシシピピ開開発発にに向向けけたたココンンセセププトトととメメニニュューー案案

試食品は、和食の手法・技術の活用をコンセプトとした。ペルーは美食の国としてここ数
年、ワールド・トラベル・アワードで「世界で最も美食を楽しめる国」部門で連続して最優
秀賞を受賞している。また、他国の文化を取り入れることに大変寛容な国であり、ペルー料
理と和食が融合した「ニッケイ料理」があり、人気がある。日本の伝統的な食文化である和
食は、2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録されている。このような点からも和食の活用
は有効である。 

 

①① ままぜぜてて簡簡単単、、手手軽軽ににササチチャャイインンチチをを摂摂れれるるレレシシピピ開開発発

サチャインチの搾り粕に馴染みある人は少ないが、事例で試作開発した粉末化により、扱
いがとても楽になった。そこで、混ぜるだけで手軽においしくタンパク質が摂れるレシピを
検討した。

②② 「「ししととぎぎ（（粢粢））」」をを参参考考ににししたたレレシシピピのの考考案案

しとぎ（粢）とは、水で柔らかくした生米を、臼でつき、粉状にし、水でこねて団子のよ
うにした食物である。日本古来の伝統文化であり、神饌（しんせん）に用いる。生で食べる
という点から、餅以前の正式の米の食法とされている。今日では日常食としては消滅した食
法である。しかし、しとぎの名称は伝承されており、もち米を蒸して少しつき、卵形に丸め
たもので、実体が餅になったり団子になったりしている。煮たり焼いたりして食べるので、
本来の生食のものを「生しとぎ」と区別している所もある。

このような日本のしとぎの「こねもの・ねりもの」の発想に注目して、サチャインチとの
組み合わせを検討した。想定したサチャインチを使ったレシピ案は図の写真のとおりであ
る。おかき、せんべい、おもちに関しては、日本では非常になじみ深い食品であると共に、
日持ちの良い日本の保存食でもある。餃子の皮や麺類への練りこみについては、今後按田氏
の店舗（按田餃子）にて実際に商品づくりを行える可能性がある。
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活活動動 ：：ササチチャャイインンチチおおかかららをを活活用用しし和和食食ののナナレレッッジジをを用用いいたた試試食食品品試試作作

(1) 目目的的とと実実施施方方法法

日本のナレッジを活用して搾り粕を使う試食品やレシピを開発する。それにより搾り粕に付
加価値を加え、サチャインチの搾り粕の利用促進を狙う。活動 4 は、2021 年 8 月からチーム
内企画・協議、様々な食材と和食のナレッジを活用した試作、試食を通して実施した。

加工食品・レシピ開発は按田氏の協力を得た。按田氏はレストラン（按田餃子）創立者兼
共同オーナーで、ペルーに 7 回渡航経験があり、ペルーの伝統食品の食品加工に精通してい
る専門家である。サチャインチに和食ナレッジを活用した幅広いメニュー開発に協力を得
た。

(2) レレシシピピ開開発発にに向向けけたたココンンセセププトトととメメニニュューー案案

試食品は、和食の手法・技術の活用をコンセプトとした。ペルーは美食の国としてここ数
年、ワールド・トラベル・アワードで「世界で最も美食を楽しめる国」部門で連続して最優
秀賞を受賞している。また、他国の文化を取り入れることに大変寛容な国であり、ペルー料
理と和食が融合した「ニッケイ料理」があり、人気がある。日本の伝統的な食文化である和
食は、2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録されている。このような点からも和食の活用
は有効である。 

 

①① ままぜぜてて簡簡単単、、手手軽軽ににササチチャャイインンチチをを摂摂れれるるレレシシピピ開開発発

サチャインチの搾り粕に馴染みある人は少ないが、事例で試作開発した粉末化により、扱
いがとても楽になった。そこで、混ぜるだけで手軽においしくタンパク質が摂れるレシピを
検討した。

②② 「「ししととぎぎ（（粢粢））」」をを参参考考ににししたたレレシシピピのの考考案案

しとぎ（粢）とは、水で柔らかくした生米を、臼でつき、粉状にし、水でこねて団子のよ
うにした食物である。日本古来の伝統文化であり、神饌（しんせん）に用いる。生で食べる
という点から、餅以前の正式の米の食法とされている。今日では日常食としては消滅した食
法である。しかし、しとぎの名称は伝承されており、もち米を蒸して少しつき、卵形に丸め
たもので、実体が餅になったり団子になったりしている。煮たり焼いたりして食べるので、
本来の生食のものを「生しとぎ」と区別している所もある。

このような日本のしとぎの「こねもの・ねりもの」の発想に注目して、サチャインチとの
組み合わせを検討した。想定したサチャインチを使ったレシピ案は図の写真のとおりであ
る。おかき、せんべい、おもちに関しては、日本では非常になじみ深い食品であると共に、
日持ちの良い日本の保存食でもある。餃子の皮や麺類への練りこみについては、今後按田氏
の店舗（按田餃子）にて実際に商品づくりを行える可能性がある。

 

 
しとぎを参考にしたレシピのイメージ１（左：おかき、中央：せんべい、右：おもち） 

 
しどぎを参考にしたレシピのイメージ２（左：うどん、中央：そば、右：餃子） 

図図  IIVV--4455  想想定定さされれるるササチチャャイインンチチパパウウダダーー活活用用レレシシピピ案案  

  

③③ 日日本本のの「「発発酵酵技技術術」」ととののココララボボレレーーシショョンン

和食文化には伝統的に培ってきた多くの発酵技術がある。そのうち、みそや酒粕といった
日本特有の調味料とサチャインチの組み合わせを検討した。

④④ 「「即即席席イインンカカププロロテテイインンミミソソだだししススーーププ」」～～日日本本のの発発酵酵食食品品のの代代名名詞詞（（みみそそ））とと捨捨ててらら

れれるるもものののの有有効効活活用用

手軽さも兼ね備えたメニューとして本品を考案した。サチャインチパウダー、だし粉末と
味噌パウダーの組み合わせでつくる。お湯を注げばすぐに飲めるものである。みそとサチャ
インチは相性が良い。

本品は、だしの粉末もポイントである。水産加工の工程で量出される魚の廃棄部位、また
市場に出回らない捨てられる雑魚、といったものを有効利用しただし粉末を使う。それによ
り、有効利用が十分に進んでいないサチャインチオイルの搾り粕と、使われずに無駄になる
魚食材を有効利用する、SDGs の時代に即した「捨てられる素材を恵にかえる」品を生み出
すことを狙う。
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発酵技術であるみそとだしとのコラボレーションをイメージしたレシピ 

図図  IIVV--4466  みみそそととだだししととののココララボボレレシシピピののイイメメーージジ  

  

⑤⑤ 「「イインンカカププロロテテイインン酒酒粕粕デディィッッププ」」～～冷冷蔵蔵保保存存ががいいららなないい長長期期保保存存可可能能なな発発酵酵技技術術ととのの

ココララボボ

酒粕も、日本の発酵技術品である。サチャインチと酒粕を組み合わせた、本品を検討した。
卵を使わずに酒粕を活用して、冷蔵保存不要の長期保存が可能な製品にできる。これは、サ
チャインチオイルの搾り粕と、お酒の製造工程で発生する酒粕の組み合わせ、つまり副産物
の組み合わせ（オイルカス✕酒カス）となる。やはり資源を有効に使用するレシピであり、
SDGsに則している。

甘酒は近年日本女性に注目されて人気があり、自然志向派の女性をターゲットにできる
可能性がある。また酒蔵等で、お酒に関連する派生商品として販売することも可能であり、
地域振興の一環となりうる。

 
発酵技術である酒粕とのコラボレーションをイメージしたレシピ 

図図  IIVV--4477  酒酒粕粕ととののココララボボレレシシピピののイイメメーージジ  

  

⑥⑥ ペペルルーー料料理理へへのの適適応応

ペルーは美食の国であり、他国の文化を取り入れることに大変寛容な国でもある。現地の

✕✕  

✕✕  

✕✕  
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発酵技術であるみそとだしとのコラボレーションをイメージしたレシピ 

図図  IIVV--4466  みみそそととだだししととののココララボボレレシシピピののイイメメーージジ  

  

⑤⑤ 「「イインンカカププロロテテイインン酒酒粕粕デディィッッププ」」～～冷冷蔵蔵保保存存ががいいららなないい長長期期保保存存可可能能なな発発酵酵技技術術ととのの

ココララボボ

酒粕も、日本の発酵技術品である。サチャインチと酒粕を組み合わせた、本品を検討した。
卵を使わずに酒粕を活用して、冷蔵保存不要の長期保存が可能な製品にできる。これは、サ
チャインチオイルの搾り粕と、お酒の製造工程で発生する酒粕の組み合わせ、つまり副産物
の組み合わせ（オイルカス✕酒カス）となる。やはり資源を有効に使用するレシピであり、
SDGsに則している。

甘酒は近年日本女性に注目されて人気があり、自然志向派の女性をターゲットにできる
可能性がある。また酒蔵等で、お酒に関連する派生商品として販売することも可能であり、
地域振興の一環となりうる。

 
発酵技術である酒粕とのコラボレーションをイメージしたレシピ 

図図  IIVV--4477  酒酒粕粕ととののココララボボレレシシピピののイイメメーージジ  

  

⑥⑥ ペペルルーー料料理理へへのの適適応応

ペルーは美食の国であり、他国の文化を取り入れることに大変寛容な国でもある。現地の

✕✕  

✕✕  

✕✕  

 

ペルー料理と日本料理が融合した「ニッケイ料理」はアレンジされた料理の完成度が高いと
いう特徴があり、とても人気がある。そのような背景より、例えば、甘酒が現地で入手が容
易でない場合、代替えとして、現地料理であるチャポやラワで先のメニューの応用が可能だ
と考えた。実際に複数のペルー料理（図参照）にサチャインチを加えた試作を行い、様々な
料理応用法を確認、そこから発展していくための糸口を検討した。

   
パパ・ア・ラ・ワンカイーナ インチカピ ピカロネス 

図図  IIVV--4488  検検討討ししたたペペルルーー料料理理のの例例  

  

⑦⑦ ナナレレッッジジをを活活用用ししたたササチチャャイインンチチのの食食品品例例のの概概要要

サチャインチの搾り粕を微粉砕加工したパウダーを使用して考案した食品概要を記載す
る。「こねる」、「溶かす・混ぜる」、「和食」、「ペルー料理」「ふりかける」の５種にわけて分
類した。また活用例の写真を掲載する。

 

小麦粉に練りこんだ生地 

 

変わり甘酒（3 種より木の実のお汁粉仕立て） 
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味噌汁 

 

酒粕ディップ 

 

サバの味噌煮 

 

野菜のすり流し汁 

 

ピカロネス 

 

ラワ 

 

インチカピ 

 

パパアラワンカイナ 

図図  IIVV--4499  日日本本ののナナレレッッジジをを活活用用ししたたササチチャャイインンチチをを使使うう食食品品例例  
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味噌汁 

 

酒粕ディップ 

 

サバの味噌煮 

 

野菜のすり流し汁 

 

ピカロネス 

 

ラワ 

 

インチカピ 

 

パパアラワンカイナ 

図図  IIVV--4499  日日本本ののナナレレッッジジをを活活用用ししたたササチチャャイインンチチをを使使うう食食品品例例  

 

⚫ こねる

【小麦粉に練りこんだ麺類、餃子の皮などの生地】 

粉の分量の 10%程度をサチャインチに置き換え、1日の摂取目安の大さじ 1杯を取りやすく
した。うどんは 1人前（生めんで 120ℊ程度）、餃子は 10 個ほどが目安である。餃子のよう
に数えやすい食べ物には取り入れやすい。

⚫ 溶かす・混ぜる

【変わり甘酒 3種】
加工したサチャインチは水分にも溶けやすい。糖質に偏りがちなおやつに、たんぱく質を補
うことができる。甘酒 100 ㏄に対してサチャインチ小さじ１の割合で加えた。

 小豆風味：甘酒（ストレートタイプ）、茹で小豆、サチャインチ、（トッピングにシ
ナモンパウダー）

 木の実のお汁粉仕立て：甘酒（ストレートタイプ）、甘栗、黒ゴマ、（トッピングに
くるみ、さつまいも、甘栗）

 バタースカッチ風味：酒粕、牛乳、砂糖、サチャインチ、ウィスキー、バター、牛
乳 100㏄に対して小さじ１のサチャインチを加えた

【味噌汁】
サチャインチは忙しい時の即席みそ汁作りにも最適である。
材料：粉末味噌、粉末魚介出汁、サチャインチ すべて同割

【酒粕ディップ】
サチャインチと酒粕の副産物で新しい味を作ることができる。
材料（マスタード風味）：酒粕、酢、砂糖、塩、油、酒粕と同割のサチャインチ、マスター
ド、ターメリック
材料（ハーブ風味）：酒粕、酢、砂糖、塩、油、酒粕と同割のサチャインチ、フレッシュデ
ィル

⚫ 和食

【サバの味噌煮】
サチャインチは味噌との味の親和性がある。
材料：サバ、水、みりん、味噌、味噌と同割のサチャインチ

【野菜のすり流し汁】
サチャインチを加えることで精進料理にたんぱく質を補うことができる。
材料：昆布出汁、かぶ、塩、出汁 100 ㏄に対してサチャインチ小さじ１の割合で加える
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⚫ ペルー料理

【ピカロネス】（こねる）
ペルーの代表的な野菜入りドーナツで、サチャインチを小麦粉と置き換えて作ることがで
きる。サチャインチはお菓子作りにも最適である。
材料（ドーナツ）：小麦粉（小麦粉の 10％をサチャインチに置き換える）、蒸したサツマイ
モ、砂糖、塩、ドライイースト、アニスシード、揚げ油
材料（シロップ）：黒砂糖、水、オレンジの皮

【ラワ】（溶かす）
ペルー山岳地帯の伝統的な雑穀のお粥。おわんに 1 杯で栄養満点の朝ご飯になる。
材料：アマランサス、キヌア、チアシード、サチャインチすべて同割、水（または牛乳）、
塩

【インチカピ】（混ぜる）
ペルーのアマゾン地域の伝統的な料理。現在はピーナツで作ることが多いが、古来はサチャ
インチでも作られていたと考えられる。
材料：骨付き鶏肉、水、玉ねぎ、にんにく、塩、コショウ、水 100㏄に対してサチャインチ
小さじ１の割合で入れた

【パパアラワンカイナ】（混ぜる）
ペルーの代表的な料理。ワンカイナソースは通常ソーダクラッカーでとろみをつける。サチ
ャインチを代わりに使うことで、より健康的な一品になる。
材料（具）：蒸かしたジャガイモ、ゆでたまご
材料（ソース）：チーズ、牛乳、唐辛子、ワカタイ、塩、チーズと同割のサチャインチを加
えた

⚫ ふりかける

日本の万能調味料「ふりかけ」より、振りかけるだけの簡単な活用例も考案した。サチャ
インチを振りかけたり和えたり混ぜるだけで、ご飯、野菜、肉や魚など、何にでもよく合う
ことが分かった。

【サラダ】
生野菜にサチャインチをまぶして塩とオイルをかける。香ばしいサラダが出来上がる。
材料：好みの野菜、塩、サチャインチ、好みの油 ※これ以外に、次のおはぎのいりごまと
サチャインチを合わせたものを、サラダに振りかけても良い

【おはぎ】
新鮮なサチャインチは、まぶすだけで美味しさが加わる。
材料：おはぎ、いりごま、いりごまと同割のサチャインチをまぶした
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⚫ ペルー料理
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⑧⑧ 試試食食調調査査会会のの実実施施

2022年 1月 17日（月）に、以上のように考案したサチャインチを使った食品の試食調査
会を実施した。調査では、先述の活用例に記載したもののうち、「小麦粉に練りこんだ麺類、
餃子の皮などの生地」以外の全てを試食テストした。調査は実施チームの４名と JIFPRO よ
り 3 名が参加して行った。参加者全員が各食品を試食し、その都度にアンケートに記入して
全食品の評価を行った。アンケートの項目は以下の通り。

 味（大変おいしい おいしい 普通 悪い）
 香り（大変良い 良い 普通 悪い）
 見た目（大変良い 良い 普通 悪い）
 なめらかさ（大変良い 良い 普通 悪い）
 サチャインチパウダーの良さがいかされているか（テクスチャー等）
（大変良くいかされている 良くいかされている 普通 いかされていない）

 その他（もしあれば自由記入）

⑨⑨ 試試食食アアンンケケーートト調調査査のの結結果果

サラダとサバの味噌煮以外の全ての品目の全ての項目で「大変良い（おいしい）」、も
しくは「良い（おいしい）」という評価であった。特に、酒粕ディップ、インチカピ、パ
パアラワンカイナは参加者全員が「大変おいしい」と好評であった。一方で、サバの味
噌煮の「サチャインチパウダーの良さがいかされているか」、サラダの「香り」は「普
通」という評価であった。以下に、食品ごとの評価（自由記入に記入のあった内容）の
一部を記す。

 

表表  IIVV--2277    品品目目ごごととのの評評価価内内容容  

品品目目 参参加加者者のの評評価価
サバの味噌煮 和食の組み合わせとして十分食べられる。

サチャインチの香りが全くなく、純粋に味噌煮としておいしい。
ソースが舌にのった際に若干粉っぽさを感じる。
サチャインチの味と味噌が合う。

野菜のすり流し汁 サチャインチの存在を感じず、かぶの味が楽しめる。
なめらかな見た目ではあるが、粉の食感がやや感じられる。
冷めていると少しえぐみがでていた。

変わり甘酒 3 種 バタースコッチは温かくてとろとろしている。冷たい 2 種は少し
だけざらっとした舌触り。
テクスチャーもなめらかで、サチャインチパウダーの感じは感じ
られない。
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品品目目 参参加加者者のの評評価価
ラワ 現地でも売れるのではないか。

味がシンプルで、サチャインチの味や香りがほんのり楽しめる。
味噌汁 手軽に食べられる。粉同士の相性が良い。

サチャインチパウダーが入っていると言われないと普通の味噌汁
と思ってしまう。おいしい。
健康的なインスタント味噌汁として良いのではないか。

酒粕ディップ 色もきれいで、食欲を促してくれる。
ざらつきがまったくない。
酒粕のディップは聞いたことが無いので、パーティーメニューな
どにも向いているのでは。
サチャインチの風味とよく合っている。

インチカピ 味付けが塩だけでも十分おいしい。
クリーミーでおいしい。
シチュー風のスープで非常においしい。
味が濃厚。

パパアラワンカイナ おいしい。
茶葉の香りがとても良い。
サチャインチの味となじんでいる。

ピカロネス 野菜の味もあり、重くなく食べられる。
サチャインチの味や香りを感じない。食べやすい。
ドーナッツという感じで日本人にもなじみがある。

おはぎ きなこの代替品としても売れるのでは。
サチャインチパウダーのほうがきなこよりもまろやかな風味でさ
らっと食べることに向いているのでは。
あんこと合わせると、きなこのような風味が強まる。
きなこのようで全く抵抗なく食べられる。
サチャインチパウダーが白色のため上品なイメージがる。 

サラダ 簡単で美味しい。体に良いので真似したい。

アンケートのその他の項目の集計結果を次に示す。アンケートは合計 7 名が回答したが、
回答で一番多かった評価項目をピンク色にハイライトした。
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⑩⑩ そそのの他他実実証証にによよるる発発見見等等

和食の中の、特に「しとぎ」のこねる・練りこむという発想と、混ぜる・溶かすというキ

ーワードに着目した。しとぎの考え方は、日本食以外にも、麺類など幅広く応用が可能であ

る。混ぜる・溶かす、ことよりサチャインチの搾り粕がダシや味噌などの日本の調味料と大

変相性が良いと分かり、様々な料理の風味をより豊かにすると分かった。サチャインチはペ

ルー料理に混ぜる・溶かすことも可能と分かった。とろみなどを出す食材として、他の食材

に代用もでき、より手軽に、栄養価を高め、違う風味を楽しめる、など、様々な応用が可能

と分かった。サチャインチを細かく粉砕することで、これらの効果を高められたのではない

かと考える。

和食とペルー料理の双方に知見のあるシェフの協力が得られ、特に試食品の開発に非常

良かった。双方の料理の良さを駆使し、多様な発想で、認知度の低い食材を手軽に、簡単に

使えることを意識した試作がされ、また上記のような気づき・発見が得られた。
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実実証証調調査査結結果果考考察察

森森林林保保全全とと住住民民のの生生計計向向上上等等へへのの寄寄与与・・波波及及効効果果

(1) ナナレレッッジジのの活活用用にによよるる寄寄与与・・波波及及効効果果

各ナレッジについての森林保全と生計向上への貢献については表に整理した。 
 

表表  IIVV--3300  森森林林保保全全とと生生計計向向上上へへのの貢貢献献  

ナナレレッッジジ 保保
全全

生生
計計 概概要要

①大豆お
からの食
品加工技
術

〇
a

◎
b

b)サチャインチオイルの搾り粕は、従来主に家畜の餌として使われる位
で、食品利用はほとんどなかったが、豆腐の残渣を食すという大豆おか
らのナレッジ活用により、オイルを搾った後の残渣を余すことなく食品
として有効利用が可能となった。それにより新たな消費利用が可能とな
った。その利用が促進され、生産販売が促進されると、地域住民の生計
向上につながる。
a）アマゾン地域で生産したサチャインチを、大豆おからのように食品と
しての活用の幅を広げ、価値を高めれば、地域住民が生計を立てる手段
にサチャインチの搾り粕を使う商品の生産という選択肢ができ、例えば
違法伐採をする替わりにしたり、また移行する可能性ができる。
また、生計向上がされると、住民の森林資源への依存度が低くなり、違
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森林保全に貢献できる可能性がある。

②粉末加
工技術

〇 
(a) 

◎
c

c）ナレッジを①と合わせて活用することで、サチャインチの搾り粕の新
たな利用方法の幅が圧倒的に広がった。それによりオイルの搾り粕を、
簡単に利用ができるクセが少ない高栄養食材として、付加価値の高い食
材に格上げができる。これにより利用促進がしやすくなり、地域住民の
生計向上に貢献する。（ｂ）それにより森林保全につながる（①a と同じ）

③和食 〇
(a)

◎
ｄ

d)ナレッジを②と合わせて活用することで、サチャインチの搾り粕の
様々な魅力的でおいしい利用方法が考案できた。搾り粕の消費利用促進
をする際は、このような具体的な利用実例情報を提供していくことで、
より一層多くの人へ利用が促しやすくなると考えられる。ナレッジの活
用で、搾り粕を利用する人が増えれば、住民の生計向上につながる。ま
た魅力的な利用実案を提供することで、搾り粕の付加価値をさらに高め
ることが可能となりえ、住民の収入増に貢献する可能性がある。また、
それにより森林保全につながる（①a と同じ）

サチャインチのアグロフォレストリー栽培は奨励されていると述べた。例えば、サチャイ

ンチをスターターとして栽培し、植林や薬用植物、他の作物との混植を行うことを通じて、

二次林の皆伐による牧草地化を抑制することが期待される。森林と共存しながら里山的な

役割としてサチャインチの栽培が行われており、持続的な森林経営に貢献することも期待
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できる。

地域住民にとってサチャインチの栽培により、その種からの搾油に加え、種の搾り粕の活

用の双方で収入を得られるようになる。すなわち、さらなる収入源が期待できる。それによ

り、住民が森林伐採などの活動からサチャインチ栽培に転換し、生計を向上することが期待

できる。

サチャインチの搾り粕の活用は従来限られていたが、粉末にすることで、扱いやすくなり、

食品としての新たな利用など、活用の幅が大きく広がる。これにより、サチャインチの搾り

粕の利用が促進され、残渣・飼料から食材・栄養源として価値が高まる。またさらにプロテ

インパウダーや加工食品として付加価値を高め、住民が生計を向上することが期待できる。

サチャインチの搾り粕の付加価値を高めることがあまりなされてきていながったが、和

食と組み合わせ、和食をヒントにペルー料理に取り入れることで、和食のブランド力と相乗

して、サチャインチの搾り粕の認知度をより高めることが可能となる。認知度が上がれば、

より多くの人がサチャインチの搾り粕に興味を持つ。そしてその利用やそれを使った商品

の購入が増え、サチャインチの搾り粕の需要・流通が増えることが期待できる。

(2) 将将来来ののササチチャャイインンチチ事事業業全全体体をを通通ししたた SDGs へへのの貢貢献献

将来的に日本のナレッジである粉砕加工技術及び和食をベースにした商品開発技術が適

用される場合、いくつかの効果が期待される。粉末加工技術に関してはペルー特有のスーパ

ーフード、ハーブ等を組み合わせて、さらなるペルー独自の付加価値の高いサチャインチ関

連製品を製造・加工する可能性などが検討される。これに加えて、和食の発想を組み入れた

商品開発を行うことにより、新たな付加価値の高い「ニッケイ料理」が生み出されることが

期待され、それによりサチャインチの搾り粕の流通量が増加することが期待される。これら

高付加価値化により、コミュニティへの経済的対価の還元（所得向上）、環境や生態系の保

護・持続性、さらには住民や消費者の栄養改善が期待される。クスコには自然環境や生物多

様性にも配慮しながら原料を調達することを認定された企業もあり、森林の保全や森林破

壊の抑制にも寄与するものと考えられる。

本事例では、サチャインチの搾り粕を使った付加価値の高い食材・食品試作を行うことで、

サチャインチの搾り粕の利用促進を狙った。そして、併せて最終的には、アマゾン地域住民

の生計向上と、違法伐採等のインフォーマルな活動の抑制と現地の森林保全に資すること

を目指している（環境を悪化させずに経済も成長させる）。

サチャインチに関わる活動・事業を実施することで、以上のような効果が期待できる。こ

れらを SDGs への貢献と関連付けると、次の表のように整理できる。
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表表  IIVV--3311  事事業業にに関関わわるる SSDDGGss へへのの貢貢献献  

目標 本事業に関わる貢献  

目標 ：働きがい
も、経済成長も

サチャインチの搾り粕に、微粉末化技術及び和食の技術を加え、産品を
高付加価値化し、地域産業振興する

目標１：貧困を
なくそう

サチャインチは種まきから収穫までが カ月程度と収穫期間が短く、短
期間で収入に繋げられ、安定的な生計手段の確保にも寄与できる

目標 ：陸の豊
かさも守ろう

サチャインチはアグロフォレストリーに適し、多様な樹木を植樹・育成
して、森林保全に貢献しながら収穫することが可能である。原生林の違
法伐採や麻薬栽培等インフォーマルな活動による森林減少の抑制にも貢
献する

目標 ：気候変
動に具体的な対
策を

サチャインチ栽培が違法伐採等の経済活動に代わり、森林減少が抑制さ
れると、森林は、減少しなかった分多く二酸化炭素を吸収し温暖化防止
に貢献し、気候変動のへの影響が減少する

目標 ：つくる
責任、つかう責
任

十分に利用されていないサチャインチの搾り粕を、栄養価の高い食品と
して有効活用して、「捨てられる素材を恵にかえる」。パウダー化により、
長期保存も可能になり、食品ロスの減少に貢献できる

教教訓訓等等

(1) 対対象象市市場場のの明明確確化化

日本のナレッジを活用して新しい食品を開発する実証を行うには、どの市場に売り出す

のかよく検討すべきである。開発・製造・宣伝・流通の手配・販売などを一通り実施しても

売れない、といったことが起こるためである。今回の出発点としては、和食のナレッジを活

用した試食品開発として実施した。この経験を元に、今後より具体的な市場の動向や嗜好な

どをよく検討し、その市場で受け入れられるレシピを考案、試作をし、受け入れられるもの

を作り上げていく作業を行う。

食品開発の後、同じ食品を別の市場にそのまま導入して成功する事例もある。他方で、ど

の程度特定市場の嗜好に合わせるか、そのまま受け入れられるか、そのまま受け入れられる

ためにはどのようなマーケティングが必要か、競合はいるのか、など多くの事項を検討する

ことは、ビジネスの成功にとって不可欠である。

食品を持続的かつインパクトをもって利用促進させるには、その食品や企業のポジショ

ニング、価格設定などが非常に重要な事項となる。また対象とする市場について、関係者間

で良く協議することが重要であると考える。

(2) タターーゲゲッットト顧顧客客にに絞絞っったたアアイイデデアアののままととめめ

上記とも大きく関わるが、食品を開発する上で、誰が顧客（ターゲット）かを考えて検討
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することが非常に重要である。商品開発のプロは、多種多様なアイデアを生み出すことがで

きる。それはあらゆる可能性を秘めるが、開発したレシピを誰に食べてもらうのか定まらな

い限り、商品開発もぶれてしまう。ターゲットとなる市場が求める商品を開発して、商品が

売れるように工夫する必要があるからである。この点においても、関係者間で良く協議する

ことが重要である。

今今後後のの課課題題とと提提言言

課課題題

(1) 現現地地ののババリリュューーチチェェーーンン

ペルーのバリューチェーン調査では、現地企業や関係機関から、粉砕したサチャインチパ

ウダーに対する期待の声を聞けた。ペルーならではの多様なスーパーフード等の食品と組

み合わせること等、ペルーを訪れた観光客などをターゲットとした商品開発をしたい声も

あった。どのような食材との組み合わせが可能なのか、組み合わせる食材はどのような形態

であるのが良いのか（液体、粉末など）など、今後大いに検討が必要である。特に、粉体同

士を混ぜる場合、同様の粒子の粉体同士を混ぜ合わせない限り、水などに溶かした場合の水

溶性の具合も異なる。それにより、口当たりの改善などの課題が発生する可能性が高い。つ

まり、ペルーの食材同士を組み合わせて最終製品に到達するための調査・試作が新たに別途

必要となる。

(2) 開開発発ししたた試試食食品品のの展展開開とと一一般般向向けけ試試食食会会

今回検討した試食品は、応用が効く、料理のヒントとなるものを中心とした。しかし、試

食品の開発のみではサチャインチの搾り粕の利用増加に至らない。利用の増加には、開発食

材・試食品を多くの人が知るように普及宣伝活動が今後必要である。（事業の公開セミナー

での発表はこの活動に含まれるとも考えられる）

例えば、本事業で開発したレシピを PR し、そのフィードバックを得る場として、食品の

プロモーションイベントを開催する。農作物/自然食品/健康食品等の見本市、イベント会場、

商業施設などで行うことが考えられる。

提提言言

(1) 現現地地ののババリリュューーチチェェーーンンののささららななるる調調査査

現地企業や関係機関が興味を示したような、ペルーのサチャインチ以外のスーパーフー

ドと組み合わせた食品を開発するには、それらの食材やその加工品のバリューチェーンの

調査を実施し、商品開発の参考とすることが望ましい。
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提提言言

(1) 現現地地ののババリリュューーチチェェーーンンののささららななるる調調査査
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(2) ペペルルーーののススーーパパーーフフーードドのの粉粉砕砕化化、、調調合合試試験験

上記の食品を開発するには、サチャインチの搾り粕と組み合わせる可能性のある食材を、

サチャインチと同様に粉砕する試験、粉砕した食材を調合する試験を実施し、開発の参考と

する工程が必要と思われる。

(3) 開開発発ししたた試試食食品品のの普普及及（（一一般般向向けけ試試食食会会のの開開催催等等））

今回開発した食材・食品レシピの認知度を高め、改善し、利用促進を鼓舞するには、一般

向けの試食会を開催することが良いと思われる。これについては、今後開発されうる新しい

ペルーのスーパーフードを組み合わせた食品についても同様と思われる。

(4) レレシシピピのの商商品品化化

今回開発したレシピには、試食するだけでなく、実際に商品化が可能と思われるものもあ

った。商品化は、搾り粕の利用促進に実際に貢献することになる。そのため商品化に向けた

調査・調整の実施が期待される。具体的には例えば、対象とする市場の設定、利用原料、共

同する企業の検討、販売方法、価格設定、マーケティング等である。
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  調調査査結結果果ののととりりままととめめ（（ナナレレッッジジ活活用用モモデデルルのの開開発発））

 
事業で開発した２つの事例の結果をナレッジごとに整理し、ナレッジの普及に資するよ

う分析した。その上でナレッジ活用モデルを作成した。 
 

ナナレレッッジジごごととのの結結果果整整理理ととナナレレッッジジ普普及及にに資資すするる分分析析

 
各事例をナレッジごとに結果を表に整理し、ナレッジの普及に係る分析を併記した。 

 

表表  VV--11  ナナレレッッジジごごととのの結結果果ととナナレレッッジジ普普及及（（タタンンザザニニアア事事例例））  

ナレッジ 結果概要 ナレッジの普及に資する分析 

①楽器
材の調
達、サ
プライ
チェー
ン構築

ナレッジを活用して 種の木材を調達した。
トゥーナ、ニーム材を新しくモデル会社より
調達し、マホガニーは現行材を調達した。ト
ゥーナ、ニームはマホガニー材と同様に楽器
用の木取り材として調達可能で、特に今回タ
ーゲットとした普及価格帯ギター向けの材料
として必要量の調達は可能と実証された。
安定的な調達が確立されると、②と合わせ

て住民の生計向上につながり、森林保全にも
つながる。

本ナレッジは楽器以外の木材や森林産品
のサプライチェーン構築に参考となる可
能性がある。関連情報は データーベ
ース（ ）に掲載があり参照でき
る。
トゥーナとニームは熱帯各地で植林実

績のある樹種なので、これらの木材の調
達ルーツが確立されれば、早生樹の利用
に関するナレッジが普及し、品質管理も
改善される可能性がある。

②木材
加工・
楽器生
産技術

ナレッジを活用してトゥーナとニーム材がギ
ターのネック材、各種音響材料として使用で
きるかの試験を行った。基礎物性 項目（気
乾状態特性、乾湿サイクル特性、木材硬度、音
響特性、静的力学特性、割裂抵抗）を現行材で
あるマホガニーと比較・検討し、特にトゥー
ナはギターネック用材料として同等の高い性
能を示した。
いずれかの材が楽器登用され、①と合わせ

て早生材の育成と調達が可能となると、地域
住民の生計が向上し、森林保全にもつながる。

木材特性は楽器以外の木材加工・利用の
際にも参考になる。情報は に掲
載があり随時参照できる。
熱帯で植林される早生樹利用はあまり

進んでいない。基礎的な木材物性のデー
タの開示は早生樹の利用拡大につながる
可能性がある。
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表表  VV--22  ナナレレッッジジごごととのの結結果果ととナナレレッッジジ普普及及（（ペペルルーー事事例例））  

ナレッジ 結果概要 ナレッジの普及に資する分析 

①粉末
加工技
術

本ナレッジの活用により固く乾燥したあられ
状のサチャインチの搾り粕が、パウダー状に
加工できると実証された。粉砕技術により①
②と組み合わせると、搾り粕は、手軽にふり
かけて利用したり、液状食材、粉製品、練り物
などに簡単に混ぜて使用できた。それにより
サチャインチが他の食材の味覚等を損うこと
なく、むしろうまみを増やす効果があった。
つまり手軽に食事・食品にタンパク質を補い、
栄養バランスを整えたり、高めたりすること
が可能となる。よって搾り粕の食用利用の幅
が大幅に広がった。
このような高付加価値により収益が向上す

ると、その生産に係る住民の生計向上、また
その波及効果として森林への依存度を軽減す
ることが期待できる。

本ナレッジは食品以外の商品開発などに
参考になる可能性がある（例えば化粧品、
医薬品など）。情報は データーベー
ス（ ）に掲載があり参照できる。
本事例で用いた加工機械は現地企業へ

直接導入して使用することが効率的・持
続的であると考えられた。そのため現地
で関心の強い企業に対して機械の導入支
援、運用指導・支援などを行うこともナ
レッジの普及に有効となる。

②大豆
おから

豆腐の残渣を食す、という大豆おからの利用
手法をサチャインチの搾り粕に応用し、従来
あまり利用がされなかったサチャインチの残
渣の、食材としての利用価値を高めた。サチ
ャインチの搾り粕は、高たんぱくであるため、
高栄養の食材として扱うことができる。
高付加価値化により販路が広がると、その

生産に係る住民の生計向上、またその波及効
果として森林への依存度を軽減することが期
待できる。

本ナレッジは他の食品残渣等の有効利用
を検討している人や企業の参考になる可
能性がある。情報は に掲載があ
り参照できる。
本事例で開発した食材については、お

からと性質が似ており、食品の市場展開
を行う際に、おからを例に挙げると、販
売促進に役立つとともに、ナレッジの普
及にも資すると思われる。栄養価の高さ
は健康志向の人々の関心を呼ぶと期待さ
れる。

③和食 ナレッジ①と合わせて活用すると、サチャイ
ンチの搾り粕は様々な料理メニューに使用で
き、食味が増すことが実証された。また、サチ
ャインチパウダーは和食とも相性が良く、和
食の素材として利用可能と分かった。
和食はペルーでもニッケイ料理（和食の派

生料理）として人気があり、また世界的なブ
ランド力により、現地の料理に取り入れられ
ることで、その生産量が増え、住民の生計向
上やその波及効果として森林への依存度の軽
減が期待できる。

日本では多様な飲食店等で幅広く和食に
接することができる。また海外でも、日
本食レストランは増えている。和食は農
林水産省として世界に発信している文化
である。文献情報、インターネット情報
も豊富にあり、料理教室等で和食を学ぶ
こともできる。海外へ普及する際は、実
演、体験を伴うと伝わりやすく、ホーム
ページや SNS の利用、写真や動画の利用
も良いと思われる。

 
つの表に記したナレッジは全て、対象分野や産品が異なる課題に対しても参考となる可能

性がある。 データベース「 」に関連情報を掲載しており、誰でも閲覧して自由に
参照することができる。 
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表表  VV--22  ナナレレッッジジごごととのの結結果果ととナナレレッッジジ普普及及（（ペペルルーー事事例例））  

ナレッジ 結果概要 ナレッジの普及に資する分析 

①粉末
加工技
術

本ナレッジの活用により固く乾燥したあられ
状のサチャインチの搾り粕が、パウダー状に
加工できると実証された。粉砕技術により①
②と組み合わせると、搾り粕は、手軽にふり
かけて利用したり、液状食材、粉製品、練り物
などに簡単に混ぜて使用できた。それにより
サチャインチが他の食材の味覚等を損うこと
なく、むしろうまみを増やす効果があった。
つまり手軽に食事・食品にタンパク質を補い、
栄養バランスを整えたり、高めたりすること
が可能となる。よって搾り粕の食用利用の幅
が大幅に広がった。
このような高付加価値により収益が向上す

ると、その生産に係る住民の生計向上、また
その波及効果として森林への依存度を軽減す
ることが期待できる。

本ナレッジは食品以外の商品開発などに
参考になる可能性がある（例えば化粧品、
医薬品など）。情報は データーベー
ス（ ）に掲載があり参照できる。
本事例で用いた加工機械は現地企業へ

直接導入して使用することが効率的・持
続的であると考えられた。そのため現地
で関心の強い企業に対して機械の導入支
援、運用指導・支援などを行うこともナ
レッジの普及に有効となる。

②大豆
おから

豆腐の残渣を食す、という大豆おからの利用
手法をサチャインチの搾り粕に応用し、従来
あまり利用がされなかったサチャインチの残
渣の、食材としての利用価値を高めた。サチ
ャインチの搾り粕は、高たんぱくであるため、
高栄養の食材として扱うことができる。
高付加価値化により販路が広がると、その

生産に係る住民の生計向上、またその波及効
果として森林への依存度を軽減することが期
待できる。

本ナレッジは他の食品残渣等の有効利用
を検討している人や企業の参考になる可
能性がある。情報は に掲載があ
り参照できる。
本事例で開発した食材については、お

からと性質が似ており、食品の市場展開
を行う際に、おからを例に挙げると、販
売促進に役立つとともに、ナレッジの普
及にも資すると思われる。栄養価の高さ
は健康志向の人々の関心を呼ぶと期待さ
れる。

③和食 ナレッジ①と合わせて活用すると、サチャイ
ンチの搾り粕は様々な料理メニューに使用で
き、食味が増すことが実証された。また、サチ
ャインチパウダーは和食とも相性が良く、和
食の素材として利用可能と分かった。
和食はペルーでもニッケイ料理（和食の派

生料理）として人気があり、また世界的なブ
ランド力により、現地の料理に取り入れられ
ることで、その生産量が増え、住民の生計向
上やその波及効果として森林への依存度の軽
減が期待できる。

日本では多様な飲食店等で幅広く和食に
接することができる。また海外でも、日
本食レストランは増えている。和食は農
林水産省として世界に発信している文化
である。文献情報、インターネット情報
も豊富にあり、料理教室等で和食を学ぶ
こともできる。海外へ普及する際は、実
演、体験を伴うと伝わりやすく、ホーム
ページや SNS の利用、写真や動画の利用
も良いと思われる。

 
つの表に記したナレッジは全て、対象分野や産品が異なる課題に対しても参考となる可能

性がある。 データベース「 」に関連情報を掲載しており、誰でも閲覧して自由に
参照することができる。 

 

 

ナナレレッッジジ活活用用モモデデルル

 
各事例を整理し、ナレッジ活用モデルを作成した。 

 
タタンンザザニニアア事事例例

 
課題 ・・・ A 

⚫ タンザニアは国土面積 94.5 百万 ha で、そのうち約 38%が森林と言われる。オープン
エリアと呼ばれる森林保護区以外の森林（非保護区）は、地域住民による薪や木材の採
取、農地開墾が自由に行われている。対象地のあるリンディ州ではゴマやカシューナッ
ツなどの農業が盛んで、特にゴマは近年の価格高騰により従事世帯が急激に増えてい
る。対象地のナンジリンジ村住民の収入はその大部分が農業によるものである 24F

25。開墾
地を求めた違法伐採も頻発し、オープンエリアの耕作地が慢性的に減少傾向にあり、地
域産業と森林保全のバランスが崩れかねない状況と考えられる。 
 

⚫ 南部（リンディ州キルワ県を中心）には FSC 認証森林（コミュニティ森林がベース）
があり、現地 NGO によりアフリカン・ブラックウッド（ABW）を中心に持続的な森
林管理と FSC 認証材の取引が行われ、コミュニティが公的収益を上げる仕組みが成り
立っている 25F

26。しかし認証費用は高額で、その維持が課題である。また ABWはクラリ
ネットの原材であるが、その提供国は主にタンザニアを含む２国に限定され、将来にわ
たる継続的な入手は世界的な課題でもある。一方、対象地の住民とって、ABWは植林
しても成長に長い年数がかかるため早期の収入が得にくい。このため、ABWを中心と
した収益構造を変える、もしくは短期間で収入が得られる新たな有用樹種の導入が必
要と考えられる。 

 
⚫ アコースティックギターはアジアを中心に大きなシェアを獲得しており、インドネシ

ア工場で生産するものは年間約 100 万本規模で出荷される。ギターのネック部材は、
製品状態での高い寸法安定性が要求されるマホガニーの厚物材が使われ、近年は調達
が課題となっている。ネック部材は取引材積が大きいため、継続的に材が供給できるサ
プライチェーンの構築が求められている。一方、熱帯産早生樹（トゥーナやニーム等）
は世界各地で植林され、成長が早く、安定的に供給できる可能性があるが、楽器材とし

 
 
25 ヤマハ, 国際協力機構 (2019) ; タンザニア国 FSC 認証森林からの持続可能な木材調達事
業準備調査(BOP ビジネス連携促進)最終報告書 
26 同上
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て性能特性を満たすかは不明な点が多い。 
 
活用した日本のナレッジ ・・・ B 

⚫ 木材加工・楽器生産技術 
⚫ 楽器材の調達、サプライチェーン構築
 
ナレッジ活用モデル ・・・ C（A＋B） 

⚫ 日本のナレッジを活用して、熱帯産早生材の諸課題が解決し、現行楽器（アコースティ
ックギター等）の部材として利用できるようになる 

⚫ 日本のナレッジを活用して熱帯産早生材のサプライチェーンが新たに構築されることに
より、対象地住民は早生樹を育成するようになり、森林面積と資源が増加する。 

⚫ 早生材を楽器材料により新たな収入源を得て生計が向上する。それにより農地への開
拓圧が下げられ、森林の維持に資する 

⚫ 以上により新たな有用樹種の導入をすることで、住民はこれまでの ABW を中心とし
た長期的なサイクルの収益構造に加えて、早生材による短中期的な収入を得て生計が
向上する。住民の収入が安定することにより持続的な森林管理につながるとともに、世
界的な楽器ニーズにも応えることができる。 

 
 

ペペルルーー事事例例

 
課題 ・・・ A 

⚫ ペルーの国土の約 56%（約 7,200 万 ha）は森林が占め、ペルー側のアマゾン盆地は、ブ

ラジルに次いで第 2 位、世界でも第 4 位の熱帯林面積である 26F

27。森林減少率は比較的低

いといわれてきたが、近年の経済成長の結果、森林減少の脅威は急速に高まっている。

農地や家畜放牧地への土地転用、非伝統的な焼畑農業、違法伐採、都市圏の拡大、森林

管理能力の低さ等の原因により、2001 年から 2014 年までに約 165 万 ha の森林が減

少し、年平均約 12 万 ha の森林減少が続いている。対象地のサンマルティン州はアマ

ゾン地域の森林地帯にあり森林減少が著しい。

⚫ サンマルティン州のあるアマゾン地域とクスコ県のある山岳地帯は、雇用先が限定さ

れ、貧困層の割合が高い。地域の電力、上下水道などの基礎インフラは十分に整備され

ておらず、近年の経済発展の恩恵を受けられていない。原生林の違法伐採等で生計を立

 
 
27 森林気候変動に関する国家戦略(ENBCC), 2016 
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.
pdf 
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てる住民も多く存在する。砂金精錬で水銀を使用するので、健康被害や土壌・河川の汚

染につながり、犯罪の増加といった社会不安も起きている。これらに替わる合法な生計

手段の確保や地域で算出する産品の付加価値を高めるなどのビジネス展開が必要であ

り、森林の保全に向けた社会システムの構築が急務である。

⚫ アマゾンの熱帯雨林が原産のサチャインチの種子から搾るオイルは、オメガ３脂肪酸

が多く抗酸化力が高いと近年健康食品として注目され、輸出量が増加している。現地で

はアグロフォレストリーによる栽培も奨励され、植林とサチャインチなどの作物との

混植により森林資源を確保し、二次林の皆伐による牧草地化を抑制することが期待さ

れている。また、オイルを搾った粕はタンパク質が豊富な食材になるが、認知度が低く、

利用が進んでいない。

 
活用した日本のナレッジ ・・・ B 

⚫ おから
⚫ 粉末加工技術
⚫ 和食
 
ナレッジ活用モデル ・・・ C（A＋B） 

⚫ 従来食品利用が芳しくなかったサチャインチのオイル搾り粕に、日本のナレッジを活用し
て、より使いやすい付加価値の高い食材を開発した。これにより搾り粕の用途が拡大し、利
用促進されるようになる。

⚫ サチャインチの付加価値が高まり、また、利用しやすくなると、需要が拡大し、新たにサチ
ャインチ生産を始めるインセンティブとなる。アグロフォレストリーによる住民の収入が
向上すると生活が安定し、違法伐採や水銀採掘なども減少すると期待される。

⚫ 日本のナレッジを活用して開発したサチャインチ食材・食品を観光客の集まるクスコ
などで販売することで、サチャインチの流通が促進され、貧困率の高い生産地・販売地
双方の住民の生計が向上につながる。これにより適正に管理されたアグロフォレスト
リーと過度な森林資源への依存が下がり、森林保全につながる。 

 
 

モモデデルルのの比比較較

 
タンザニア事例では、サプライチェーンが稼働すれば、直接的には住民が植林して森林保全に

貢献しながら生計向上をめざすものとなった。ペルー事例でも、副産物の利用が促進されれば、

直接的には住民がアグロフォレストリーで森林保全に貢献しながら生計も向上するというモデ

ルになった。また、どちらの事例も、生計向上により、森林の持続的でない利用圧が下がり、森

林保全への貢献が期待できる。これらの点は２つのモデルで類似した。
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タンザニア事例は、既存の森林ビジネス（アフリカン・ブラックウッド（ ）、長伐期）

に不足している短中伐期サイクルの新たな早生材のビジネスを加えることで、住民の生計をよ

り安定させ、森林保全のインセンティブを高めるものとなった。ペルーの事例は、既存のビジネ

ス（サチャインチオイル）上にある未利用副産物（搾り粕）の価値を高めてビジネス展開するこ

とで、住民の生計を向上し、森林保全のインセンティブを高めるものであった。どちらの案件も、

世界市場で製品のニーズが期待できる点が共通している。なお、ABW、サチャインチオイルに

ついては JIFPRO の BFPRO データベースに掲載があり参照されたい（jifpro.or.jp/bfpro/）。 
 
 
 

そそのの他他考考察察

冒頭で述べたように、実証調査は、Ａ（現地の課題）＋Ｂ（日本のナレッジ）＝Ｃ（目
標・ナレッジ活用モデル）として情報を整理した。これにより、課題、ナレッジと扱うテ
ーマがそれぞれ異なる２つの案件をパターン化でき、運営委員会等、関係者の理解を得る
際も役立ったと思われる。またパターン化により、複数の案件の違いや共通点が見えやす
くなり、課題の比較や他の事業への応用にも役立つものと思われた。 
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  情情報報配配信信

デデーータタベベーースス

森林ナレッジに関心を抱く事業者やナレッジ所有者への情報提供や情報交換を目的に、
情 報 発 信 デ ー タ ベ ー ス 「 森 を 守 る 日 本 の ち え ぶ く ろ （ ChiePro ）」
（https://jifpro.or.jp/chiepro/）を構築し、ウェブ上に公開している。 
 
デデーータタベベーーススののココンンセセププトト

本データベースの想定するユーザーは①森林保全や森林資源の利活用に取り組む/取
り組むことを検討している NGO・事業者②研究者・技術者・企業などのナレッジ所有者
の 2 類型である。本年度については、日本国内あるいは途上国で活動する邦人を対象と
し、日本語によるデータベースとして設計した。 
想定しているユーザーとそれぞれにとってのデータベースの活用方法は下図にまとめ

た通りである。 
 

 
図 想定されるユーザーとデータベースの活用法

 
デデーータタベベーーススのの改改編編

令和 2 年度に開設したデータベースについて、構造改編を実施した。構造改編の内容は
下記の通りである。 
⚫ 問い合わせフォームの設置 
⚫ 掲載ナレッジ情報一覧を出力する機能の設定と一覧表示用ページの作成 
⚫ ナレッジ活用モデル紹介のページレイアウト作成とセクションの新設 
⚫ 各種アクセシビリティ対応や使いやすさ向上、その他上記改編に対応する全体レイ

アウトの修正 
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普普及及啓啓発発セセミミナナーー

途上国における森林資源保全およびその持続的活用や森林ビジネスを実施・検討してい
る事業者並びに関連ナレッジ所有者などを対象に、ナレッジ活用モデルおよびデータベー
スに関する情報発信を目的としたセミナーを開催した。新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、Zoomウェビナーを利用したオンラインセミナーの形式で開催した。なお、
オンラインセミナーの模様を録画し申込者限りで期間限定配信を実施したところ、66 名が
視聴した。 
 

開開催催概概要要

開開催催概概要要

日時 令和 4 年 2 月 28日（月） 14：00～16：00 
形式 オンラインセミナー 
配信場所 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8E 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2-3 日比谷国際ビル 8階 
テーマ 日本の「ちえ」で途上国の森林減少を止め SDGsに貢献するには 

−アフリカと南米の森林を守るギターとナッツプロテイン食品の開発− 
参加者 森林ナレッジに関心を抱く民間企業、NGO、研究機関他、150名 
協力 森から世界を変えるプラットフォーム 
後援 JICA 

 

 
図 セミナーの模様
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アアンンケケーートト結結果果のの集集計計

森林ビジネスの事業化及びナレッジ活用促進のためには、ビジネス及び森林保全活用の
担い手となる主体の興味関心の動向を把握しニーズを理解することで、潜在的な需要を開
拓していく必要がある。本セミナーにおいて活動の担い手となる主体のニーズを把握し、か
つ既存のナレッジ活用促進事業の可能性評価を行うべく、セミナー参加者にアンケート調
査を実施した。アンケート項目と狙いは以下の通りである。セミナー視聴画面を離脱すると
自動的にウェブアンケート画面への移行を促す設定としたほか、当日の司会アナウンス及
び参加者への後日のフォローアップメールによってアンケートへの協力を呼びかけた。以
上の結果、89件の回答を得た（回収率 59.3％）。 

表 アンケート項目とねらい

アアンンケケーートト項項目目  目目的的・・ねねららいい  

Q1.プレゼン内容の理解度 
・情報価値評価の把握 

・事業参加企業・団体への情報のフィードバック 

Q2.ナレッジおよびデータベースへ

の興味関心 

・興味関心の動向把握 

・ナレッジ活用モデルの焦点を設定 

Q3.セミナー運営について ・今後のセミナー運営へのフィードバック 

Q4.本セミナーで扱って欲しい話者、

テーマについて(自由回答) 

・ナレッジ活用モデル化の方向性、対象の多角化の

検討 
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ププレレゼゼンン内内容容のの理理解解度度

「基調講演」「事業概要」「早生材のギター材への利用」「サチャインチ余材の流通」「のそ
れぞれのプレゼン内容の理解度について、5段階評価を得た。図に示す通り、全てのプレゼ
ン内容について、「非常によく理解できた」「よく理解できた」が 8 割以上を占め、本セミナ
ーの趣旨及び内容が効果的に普及できたと評価しうる。 

 
図 プレゼン内容の理解度

 
ナナレレッッジジ及及びびデデーータタベベーーススへへのの興興味味関関心心

(1) ナナレレッッジジ活活用用へへのの興興味味関関心心

セミナーを受けて、「日本のナレッジ（技術・知見）」について興味をもってもらえたかに
ついて問うた。「興味が湧いた」について 72%の回答、「活用してみたい」について 26％の
回答、「特に興味は湧かなかった」について 2%の回答だった。「活用してみたい」という回
答を一定数得られたことは、事業化可能性について一定の評価を得られたことを示唆する
と判断しうる。今後、「活用してみたい」のポイントを上昇させることができるように、ナ
レッジ活用モデルに関する情報発信に一層力を入れていくことが重要と考えられる。 
 

サチャインチ余材の流通
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「基調講演」「事業概要」「早生材のギター材への利用」「サチャインチ余材の流通」「のそ
れぞれのプレゼン内容の理解度について、5段階評価を得た。図に示す通り、全てのプレゼ
ン内容について、「非常によく理解できた」「よく理解できた」が 8 割以上を占め、本セミナ
ーの趣旨及び内容が効果的に普及できたと評価しうる。 

 
図 プレゼン内容の理解度

 
ナナレレッッジジ及及びびデデーータタベベーーススへへのの興興味味関関心心

(1) ナナレレッッジジ活活用用へへのの興興味味関関心心

セミナーを受けて、「日本のナレッジ（技術・知見）」について興味をもってもらえたかに
ついて問うた。「興味が湧いた」について 72%の回答、「活用してみたい」について 26％の
回答、「特に興味は湧かなかった」について 2%の回答だった。「活用してみたい」という回
答を一定数得られたことは、事業化可能性について一定の評価を得られたことを示唆する
と判断しうる。今後、「活用してみたい」のポイントを上昇させることができるように、ナ
レッジ活用モデルに関する情報発信に一層力を入れていくことが重要と考えられる。 
 

サチャインチ余材の流通

 

 

図 ナレッジに対する興味関心

 
また、興味・関心のある「日本のナレッジ」や、途上国での活用事例について自由記述式

で問うた設問では以下のような回答が得られた。 
⚫ 養蜂（二ホンミツバチ）、伝統的な治水・灌漑技術（粗朶の活用など） 
⚫ アグロフォレストリー促進による森林資源と食用（工芸）作物栽培の振興 
⚫ 福島県三島町の編み組細工による村おこし 
⚫ 森林整備のための LiDAR やドローンなどの技術 
⚫ ODA 事業にもこうしたナレッジが活かせるような、草の根的な取り組みが必要と考え

る 
 
(2) デデーータタベベーーススのの普普及及

セミナーで紹介したデータベースについて、利用したいかどうかを問うた。図の通り、
87%が閲覧し利用したいと回答しており、6%(5 件)については「自分も情報を掲載した
い」と回答があった。データベースに高い関心を持ってもらうことができているという
ことで効果的な情報発信ができたものと評価しうる。 
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図 データベースの利活用について

 
セセミミナナーー運運用用ににつついいてて

本年度のセミナーはオンラインセミナーの形式で開催したこともあり、今後のセミナー
を開催する際に参加しやすい実施形式について「オンライン」「会場型」「オンライン・会場
ハイブリッド」の 3 択で回答を得た。 
図に示した通り、「オンライン」が 52%、「オンライン・会場併用」が 46％とほぼ五分五

分といった結果となった。「会場型」は 2%だった。時間や場所の制約を受けにくく、参加し
やすい形態としてオンラインによる参加が可能であることが求められていることが明らか
となった。また、セミナー開始前後には、セミナー当日は参加できないが後日録画を視聴で
きないかという問い合わせが 5 件あり、前述の通り申込者限りで 2 週間の期間限定でセミ
ナー録画の配信を実施したところ、66 名が視聴した。こうした後日のフィードバックやフ
ォローアップの利便性もオンラインセミナーの利点であり、より効果的に普及活動が実施
できていると評価できる。 
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図 データベースの利活用について
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本年度のセミナーはオンラインセミナーの形式で開催したこともあり、今後のセミナー
を開催する際に参加しやすい実施形式について「オンライン」「会場型」「オンライン・会場
ハイブリッド」の 3 択で回答を得た。 
図に示した通り、「オンライン」が 52%、「オンライン・会場併用」が 46％とほぼ五分五

分といった結果となった。「会場型」は 2%だった。時間や場所の制約を受けにくく、参加し
やすい形態としてオンラインによる参加が可能であることが求められていることが明らか
となった。また、セミナー開始前後には、セミナー当日は参加できないが後日録画を視聴で
きないかという問い合わせが 5 件あり、前述の通り申込者限りで 2 週間の期間限定でセミ
ナー録画の配信を実施したところ、66 名が視聴した。こうした後日のフィードバックやフ
ォローアップの利便性もオンラインセミナーの利点であり、より効果的に普及活動が実施
できていると評価できる。 

 

 

図 参加しやすい実施形式

 
今今後後ののセセミミナナーーでで扱扱っってて欲欲ししいい話話者者、、テテーーママににつついいてて

本セミナーで扱って欲しい話者、テーマについて自由記述式で回答を得た。 
⚫ 違法伐採とモニタリング、トレーサビリティ 
⚫ 開発途上国でのカーボンプライシングの動向と課題 
⚫ アグロフォレストリーとフードバリューチェーン 
⚫ 中小の日本企業の実施する「途上国の森林減少を止め SDGs に貢献する具体例」を伺

いたい。特に初期投資、事業運営費用、売上収支と分配例等について 
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運運営営委委員員会会ででのの検検討討結結果果

事業全体の実施方針、実施手法、成果の取りまとめなどについて検討するため、森林保全、
国際林業協力、森林ビジネス、加工・流通、本年度の実証調査関連分野に知見を有する有識
者 5名からなる委員会を設置し、令和 3 年 7 月、10 月、令和 4年 3月に検討委員会を開催
した。委員会の構成は下記のとおりである。 
 

氏名 所属・役職 
常任 
功能 聡子 ARUN 合同会社 代表 
谷本  哲朗     独立行政法人国際協力機構  地球環境部 技術審議役 
谷田貝 光克 東京大学名誉教授 日本炭焼きの会会長 
非常任 
杉山 淳司 京都大学 大学院農学研究科 教授 
竹山 恵美子 昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻

食健康科学部 管理栄養学科 教授 
 

第第一一回回運運営営委委員員会会

開開催催概概要要

日時 令和 3年 7月 29 日（木） 10 時 00分～12時 00分
会場 オンライン会議
議題 1. ナレッジ事業概要

2. 令和３年度計画
3. ナレッジ活用実証調査（委託業務）計画

① 熱帯産早生材の木材加工技術
② サチャインチの食品開発

4. 総合討論
配布資料 議事次第と出席者

資料 1.ナレッジ事業概要と令和３年度計画
資料 2.データベース 

資料 3―1.ナレッジ活用実証調査（ヤマハ）
資料 3―2.ナレッジ活用実証調査（OCG）

参加者
（計 16 名）

委員（50音順）：杉山委員、竹山委員、谷本委員、谷田貝委員
業務委託先：ヤマハ株式会社 仲井氏、株式会社オリエンタルコンサルタン
ツグローバル  門司氏、竹内氏
林野庁：山崎室長
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開開催催概概要要
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議題 1. ナレッジ事業概要

2. 令和３年度計画
3. ナレッジ活用実証調査（委託業務）計画

① 熱帯産早生材の木材加工技術
② サチャインチの食品開発

4. 総合討論
配布資料 議事次第と出席者

資料 1.ナレッジ事業概要と令和３年度計画
資料 2.データベース 

資料 3―1.ナレッジ活用実証調査（ヤマハ）
資料 3―2.ナレッジ活用実証調査（OCG）

参加者
（計 16 名）

委員（50音順）：杉山委員、竹山委員、谷本委員、谷田貝委員
業務委託先：ヤマハ株式会社 仲井氏、株式会社オリエンタルコンサルタン
ツグローバル  門司氏、竹内氏
林野庁：山崎室長

 

 

主主なな議議事事内内容容

議議題題 及及びび 議議題題 ナナレレッッジジ事事業業概概要要、、令令和和 年年度度計計画画

委員：現地の課題（ ）に日本のナレッジ（ ）を適用するモデル（ ）を構築していくとい

うことだが、これは何年くらいのスパンで実施していくものなのか。

→ ：事業の立て付けが単年度毎の仕切りとなっているため、原則として年度内で成

果を出すという形になっている。

委員：データベースについて、事業で作成したデータベースの利用者を拡大するために、

将来的にどんな方策をとっていくのか。

→ ：昨年度末に開設し、これからユーザー数を拡大していきたいというところ。前

身事業で作成し現在も運営している「途上国森林ビジネスデータベース（通称： ）」

が相当数のアクセス数をもっているので、関連記事のリンクの設置や が編集・発行

している雑誌《海外の森林と林業》への記事掲載などを検討していきたい。委員の皆様か

らも、引き続きご助言をいただきたい。

委員：今後の掲載記事についてはどのように拡大していくのか。 の職員が記事作成

するのか、外部にも依頼していくのか。ナレッジを保有しており、広報したい企業などか

ら協力を得られたりという方向性もあるのか。また、このナレッジがどこの地域で活用さ

れているのかというような実証例やそれに合わせた検索などは可能なのか。

→ ：記事作成については、 内のみですべてを担うのは難しいので、大学や研

究機関など含め、外部にも依頼している。民間企業の場合には、特許の問題などもあり難

しいことも想定されるが、簡単な技術紹介など可能な範囲で協力をえられる場合は依頼し

たい。また、今年度の実証調査を含め、ビジネスに取り組んでいるような団体から、実践

例の報告をもらって掲載できればと考えている。

議議題題 ①① 熱熱帯帯産産早早生生材材のの木木材材加加工工技技術術

委員：単年度の取り組みということで、今年度は材料評価が中心となると思われるが、今

後の継続性を考えると、資源量について検討必要と思われるがどのように考えているのか。

植林などが必要になってくるのか。

→ヤマハ：天然林のみでは十分な資源量を確保できないと想定しており、現地 と連携し

て植林が実施できるのか検討していく。苗木の成長などについても、本実証調査の対象外

となるかもしれないが、今後検証を進めていく。

委員：タンザニアでの植林では、家畜に葉を食べられて十分に成長していかないというこ

とが問題になると思うが、ニームなど、田舎の街路に生えているものを利用できたりしな

いのか。幹の太さなどの条件があるのか。

→ヤマハ：柾目材で、直径 ㎝ほどのものであれば活用できる可能性がある。一方で、街

路樹のニームを伐採して事業に使えるかどうかについて、法制度などの検討が必要である
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が可能性はある。

委員：既存の、アフリカンブラックウッドの取り組みについては承知している。今回、ト

ゥーナとニームを対象としているが、タンザニアに自生する早生の樹種であるということ

以外に、この 樹種を選んだ理由があるのか。事業実施に向けた手ごたえのようなものを

ある程度感じているということか。

→ヤマハ：規模は小さいが、ギターの工房でトゥーナやニームを活用している事例を確認

している。また、植林・育成も視野に入れると、タンザニアの気候や環境に適していると

考えられるこの 種には可能性が大きいと考えている。

→ ：トゥーナについては、以前 が実施した「途上国持続可能な森林経営推進

事業」で、家具材としての可能性を検証した。乾燥した貧困地域でも生育可能という点は

非常に可能性があると感じている。

→ヤマハ：実際に材が届いたところだが、小さい枝があり、これをどうするかの検討が必

要と感じている。生育に関しては問題ないと判断している。

委員：今回対象にする材は、楽器材のどの部分に使う想定なのか。

→ヤマハ：振動版としての利用は検討はするが難しいと想定している。今回のギターでい

えば、ネックの部分など、振動はしないがある程度のボリュームが必要な部分に使うこと

を想定している。

林野庁：今回、ギター材に使うということだが、より規模が大きくインパクトがあると考

えられるピアノの材としては使われないのか。

→ヤマハ：ギターの方が試作が容易であるというメリットがあるため、まずはギターでと

考えている。ピアノへの適用可能性についても、段階的に検討していければと思う。

議議題題 ②②：：ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発

委員：次年度には商品化できるような見通しなのか。

→ ：自分たちはコンサルタントであるため直接ビジネスができるわけではないが、実際

にビジネスに携わっている協力者を仰いでいるので、実現可能性はあると考えている。

委員： の中に、セルロースナノファイバーに関する記事が掲載されている。こうし

た他分野との連携の可能性はあるのか。

→ ：前年度の情報発信セミナーで基調講演をお願いした縁で、セルロースナノファ

イバーの記事を掲載させてもらっている。

→ ：そうした のネットワークなども利用して他分野とも連携できればと考えて

いる。今年度の実証調査については、事業実施期間の制約などを考慮して実施可能な範囲

で進めていく。

129
129



 

 
 

が可能性はある。

委員：既存の、アフリカンブラックウッドの取り組みについては承知している。今回、ト

ゥーナとニームを対象としているが、タンザニアに自生する早生の樹種であるということ

以外に、この 樹種を選んだ理由があるのか。事業実施に向けた手ごたえのようなものを
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→ヤマハ：実際に材が届いたところだが、小さい枝があり、これをどうするかの検討が必

要と感じている。生育に関しては問題ないと判断している。
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を想定している。

林野庁：今回、ギター材に使うということだが、より規模が大きくインパクトがあると考

えられるピアノの材としては使われないのか。

→ヤマハ：ギターの方が試作が容易であるというメリットがあるため、まずはギターでと

考えている。ピアノへの適用可能性についても、段階的に検討していければと思う。

議議題題 ②②：：ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発

委員：次年度には商品化できるような見通しなのか。

→ ：自分たちはコンサルタントであるため直接ビジネスができるわけではないが、実際

にビジネスに携わっている協力者を仰いでいるので、実現可能性はあると考えている。

委員： の中に、セルロースナノファイバーに関する記事が掲載されている。こうし

た他分野との連携の可能性はあるのか。

→ ：前年度の情報発信セミナーで基調講演をお願いした縁で、セルロースナノファ

イバーの記事を掲載させてもらっている。

→ ：そうした のネットワークなども利用して他分野とも連携できればと考えて

いる。今年度の実証調査については、事業実施期間の制約などを考慮して実施可能な範囲
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→委員：連携事例が増えてくるとデータベースの価値が上がっていくだろう。

→委員：今回、微粉砕を計画しているのは、搾りかすのざらつきに対処するためと思う。

委員：現地ではすでに搾りかすが利用されているのか。

→ ：現地ではナッツをそのまま食用にしたり、オイルを活用したりという形で利用され

ている。搾りかすの利用は、現地・日本双方でまだ注目度は低い。

委員：搾りかすは現地では廃棄されているのか。

→ ：近年は現地でも活用され始めている。 ～ 年前はほとんどが廃棄され、未利用資源

だった。

委員：オイル生産の過程で、工場などで大量の搾りかすが発生することになると思うが、

それを利用すると比較的容易に資源調達ができるのではないか。また、どの程度の期間、

成分が劣化せずに保存できるのか。

→ ：ナッツの状態では長期保存が可能。オイルに関しては、アマニオイル・えごま油な

どに比べて酸化しにくいという性質がある。

→委員：ペルーの現地で搾油する際に、搾りかすの廃棄が大変だという話は聞いたことが

ある。搾りかすはタンパク質が多く含まれ、傷みやすい。フリーズドライによって品質保

存する方法もあるが、現地でどの程度技術的に可能かどうかはしっかり把握しておく必要

がある。

委員：今回、豆腐のおからの加工に関するナレッジを活用するということだが、おから自

体は、日本ではそれほど高級というイメージがないように思われる。その点、付加価値向

上などについては今回の実証に入ってくるのか。

→ ：どの程度加工するかというところで付加価値が決まる。ユーザー層や付加価値は幅

広く考えられるようにと考えている。また、今回は現地での調査活動がどの程度実施でき

るか不透明であることから、国内市場向けに限定した。

委員：ナッツの輸入に関する規制はどうなっているか。現時点で日本で流通している商品

は、現地で搾油したものではないか。

→ ：今回は、ナッツの状態で日本に入れるのではなく、一次加工が済んだ搾りかすの状

態で日本に入れる。

林野庁：ペルーではサチャインチを栽培しているのか、森の中に自生しているものを採取

しているのか。後者であれば、森林保全との関連もより強くなると考えるが。

→ ：元々は天然資源の利用が多いが、付加価値の高い産品であるために、場合によって

は森林の傍で栽培していることも予想される。
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→委員：アグロフォレストリーで、森林保全と関連して活動しているという事例があるよ

うである。

→委員：ベトナムで栽培している事例を聞いたことがある。つる性植物であるから、支柱

体が必要か。

→ ：そうである

 
第第二二回回委委員員会会

開開催催概概要要

日時 令和 3 年 10月 27日（木）16:00～18:00 
会場 オンライン 
議題 1. 事業全体について 

2. ナレッジ活用実証調査（委託業務）進捗について 
① サチャインチの食品開発 

（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 
② 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 

3. その他・総合討論 
配布資料 
 

議事次第と出席者 
資料 1. 事業全体 
資料 2-1. 実証調査:オリエンタルコンサルタンツグローバル資料  
資料 2-2. 実証調査:ヤマハ資料 

参加者 
（計 15 名） 

委員：功能委員、杉山委員、竹山委員、谷本委員、谷田貝委員（50音順） 
業務委託先：株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル  門司氏、竹
内氏、ヤマハ株式会社 仲井氏（発表順） 
林野庁：森林整備部計画課 市川課長補佐 
JIFPRO：太田、高原、高橋、田中、山本、倉本 

 
主主なな議議事事内内容容

議議題題 11：：事事業業全全体体  

委員：データベース（以下、DB）のアクセス数について、既存ウェブサイトの BFPRO（途上国森林

ビジネスデータベースhttps://jifpro.or.jp/bfpro/）との比較で、同期間に多くの数字を記録している

ようだが、これに関してどんな要因があるのか。 

→JIFPRO：DＢは昨年度のセミナーに合わせて公開したが、ウェブセミナーであったことから、セミ

ナー時に多くのアクセスをいただいた。また、BFPRO 開設当時と比較して、JIFPRO 自体のウェブ

サイトのリニューアルや他事業のウェブサイト開設など、JIFPRO としてのウェブリソースが充実し

相補的にアクセス数を獲得できるようになっているほか、メール署名欄への URL の掲載なども実

施している。 
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→委員：アグロフォレストリーで、森林保全と関連して活動しているという事例があるよ

うである。

→委員：ベトナムで栽培している事例を聞いたことがある。つる性植物であるから、支柱

体が必要か。

→ ：そうである

 
第第二二回回委委員員会会

開開催催概概要要

日時 令和 3 年 10月 27日（木）16:00～18:00 
会場 オンライン 
議題 1. 事業全体について 

2. ナレッジ活用実証調査（委託業務）進捗について 
① サチャインチの食品開発 

（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 
② 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 

3. その他・総合討論 
配布資料 
 

議事次第と出席者 
資料 1. 事業全体 
資料 2-1. 実証調査:オリエンタルコンサルタンツグローバル資料  
資料 2-2. 実証調査:ヤマハ資料 

参加者 
（計 15 名） 

委員：功能委員、杉山委員、竹山委員、谷本委員、谷田貝委員（50音順） 
業務委託先：株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル  門司氏、竹
内氏、ヤマハ株式会社 仲井氏（発表順） 
林野庁：森林整備部計画課 市川課長補佐 
JIFPRO：太田、高原、高橋、田中、山本、倉本 

 
主主なな議議事事内内容容

議議題題 11：：事事業業全全体体  

委員：データベース（以下、DB）のアクセス数について、既存ウェブサイトの BFPRO（途上国森林

ビジネスデータベースhttps://jifpro.or.jp/bfpro/）との比較で、同期間に多くの数字を記録している

ようだが、これに関してどんな要因があるのか。 

→JIFPRO：DＢは昨年度のセミナーに合わせて公開したが、ウェブセミナーであったことから、セミ

ナー時に多くのアクセスをいただいた。また、BFPRO 開設当時と比較して、JIFPRO 自体のウェブ

サイトのリニューアルや他事業のウェブサイト開設など、JIFPRO としてのウェブリソースが充実し

相補的にアクセス数を獲得できるようになっているほか、メール署名欄への URL の掲載なども実

施している。 
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委員：BFPRO との比較では、セッション数の差（900 程度）に対してページビュー数の差（5000 程

度）の方が大きいが、これは良い傾向といえるのか。 

→JIFPRO：サイトの構造やレイアウトの違いなどから、この数字だけで利用者がより充実してサイ

トを利用してもらえているということは一概には言えないが、ページを表示しているということはそ

れだけ関心をもってサイトを利用してもらえているということではあると思われる。 

 

委員：DB について、現在は日本語のみだが、今後他の言語で展開する予定はあるのか。また、

現在わかりやすく多岐にわたるカテゴリ分けがされているが、マーケティングなどコンテンツのな

いものもある。今後の情報更新について、コンテンツの充実は誰がどのように実施していくのか。 

→JIFPRO：まずは日本語でのコンテンツを充実させていきたい。今後、外国の方向けにアピール

できる内容については翻訳も検討する。コンテンツについては第一に実証調査を担当する事業者

に関連記事を作成してもらう他、大学や企業などへの依頼や、BFPRO 関連で得られた知見をもと

に JIFPRO 内部でも執筆している。特許など知財がからむ場合があり、内容は精粗がある。サイト

開設から半年ほどなのでまだカバーできていない分野もあるため、今後拡充していく。 

→委員：この DB については、本事業の年限内での運営ということになるのか。事業終了後の展

開などを構想されているのか。また、この DB の利用対象者はどんな人と想定していて、DB 運営

の成果はどのように測定するのか。 

→JIFPRO：事業期間中はアップデートを続けていく。前身の BFPRO では、事業終了後も継続して

問い合わせがあり、対応している状況である。ChiePro についても、事業終了後も問い合わせへ

の対応や新規記事掲載依頼があればできる限り対応していきたい。また、DB の利用対象者は途

上国での活動を実施中あるいは検討中の日本の事業者や NGO である。実際に活動を実施して

いる人たちには、掲載記事のナレッジを自分たちの活動に役立てていただいたり、これから活動

を検討している人たちには掲載ナレッジ情報をヒントにして自分たちの活動を促進していただけれ

ばと考えている。 

 

議議題題 22--①①：：ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発  

委員：微粉末化の機械は現地で実用化できるのか。 

→OCG：事業外のことにはなるが、現地企業は意欲・関心はあり検討しているところだが、機械を

使いこなせるかというところがまずは課題になってくると考えられる。 

 

委員：木炭を微粉化し、食品に入れるという取り組みが行われている。これを海外に売り出すとい

うことも行われている。粉砕の機械のことも含め、参考になるのではないか。 

 

委員：サチャインチはつる性植物ということだが、ペルーの森林保全とどのように結び付けられる

のか。森林減少や劣化抑制などと絡めたストーリーをまとめることができれば、付加価値向上が

図られ購買にもつなげられるのではないか。また、ペルーは世界でも有数の泥炭地の分布がある

ことでも知られるが、泥炭地の利用ということと接点がつくれれば、炭素排出抑制などとも絡めて
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いくことができるかもしれない。 

→OCG：消費側の活動になっており、段階を踏んで丁寧に森林保全へのつながりを説明できるよ

うにしなければならないと考えている。ペルーでも違法伐採が問題になっていて、サチャインチの

利用によって合法的な形で安定的に収入を得ることで、イリーガルな活動を抑制できるのではと

考えている。里山のような形で利用しながら森林とのつながりを作っていければ。泥炭地との絡み

では、アマゾンの熱帯地域の地域開発というコンテクストで何か言及できればと検討したい。 

 

 

議議題題 22--②②熱熱帯帯産産早早生生材材のの木木材材加加工工技技術術 

委員：成長応力が残っているために乾燥などによる歪みがでているということだが、ブレイクスル

ーするアイデアはあるか。例えば、膨潤湿熱法で生材を 100℃で熱することで成長応力を除去で

きるなどということがあるが、そういったことにトライしてみるなど。 

→ヤマハ：技術的アイデアはあるが、そこまでをこの事業内でカバーするのが難しい。ヤマハでも

これまで成長応力が残る材を利用することは避けていた。ボリュームゾーンで考えたい材はコスト

とトレードオフになってしまうので、その点は考えていきたい。 

 

委員：将来的に音響部材としても使うということであればどういった形での利用になるのか。 

→ヤマハ：マリンバなどの音板に複合材として利用することを想定している。 

 

委員：歪をなくすのに育成段階から検討とあるが、アイデアがあるのか。また、この材は植栽した

ものなのか、天然のものなのか。 

→ヤマハ：今回利用したものが植栽か天然かは不明である。育成段階での歪軽減について、別

種では既に確立されている。植栽段階からマネージしていくことを将来的には検討。 

 

議議題題 33：：そそのの他他・・総総合合討討論論  

委員：セミナーについて、JICA 後援は昨年も対応させて頂いており問題ない。プラットフォームの

方は、後援名義というのは馴染まないように感じる。ＲＥＤＤ+プラットフォーム時代の前例もあるの

で、協力名義が適切と考える。  

 

林野庁：DB について、閲覧者が一目でナレッジ全体を把握できるような、ナレッジ一覧のページ

があると便利だと思われるので、整備についてご検討いただきたい。 

→JIFPRO：レイアウト全体の修正や機能の追加が必要なため、すぐには整備できないが、実装に

むけて検討をすすめたい。 

 

林野庁：サチャインチの案件について、森林の持続可能性という観点からしっかり説明できるよう

にしてもらいたい。森林の保全よりサチャインチ栽培が優先されると事業としては本末転倒になっ

てしまうことを懸念。アグロフォレストリーなどの話もでていたので、持続可能な森林経営につなが
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いくことができるかもしれない。 

→OCG：消費側の活動になっており、段階を踏んで丁寧に森林保全へのつながりを説明できるよ

うにしなければならないと考えている。ペルーでも違法伐採が問題になっていて、サチャインチの

利用によって合法的な形で安定的に収入を得ることで、イリーガルな活動を抑制できるのではと

考えている。里山のような形で利用しながら森林とのつながりを作っていければ。泥炭地との絡み

では、アマゾンの熱帯地域の地域開発というコンテクストで何か言及できればと検討したい。 

 

 

議議題題 22--②②熱熱帯帯産産早早生生材材のの木木材材加加工工技技術術 

委員：成長応力が残っているために乾燥などによる歪みがでているということだが、ブレイクスル

ーするアイデアはあるか。例えば、膨潤湿熱法で生材を 100℃で熱することで成長応力を除去で

きるなどということがあるが、そういったことにトライしてみるなど。 

→ヤマハ：技術的アイデアはあるが、そこまでをこの事業内でカバーするのが難しい。ヤマハでも

これまで成長応力が残る材を利用することは避けていた。ボリュームゾーンで考えたい材はコスト

とトレードオフになってしまうので、その点は考えていきたい。 

 

委員：将来的に音響部材としても使うということであればどういった形での利用になるのか。 

→ヤマハ：マリンバなどの音板に複合材として利用することを想定している。 

 

委員：歪をなくすのに育成段階から検討とあるが、アイデアがあるのか。また、この材は植栽した

ものなのか、天然のものなのか。 

→ヤマハ：今回利用したものが植栽か天然かは不明である。育成段階での歪軽減について、別

種では既に確立されている。植栽段階からマネージしていくことを将来的には検討。 

 

議議題題 33：：そそのの他他・・総総合合討討論論  

委員：セミナーについて、JICA 後援は昨年も対応させて頂いており問題ない。プラットフォームの

方は、後援名義というのは馴染まないように感じる。ＲＥＤＤ+プラットフォーム時代の前例もあるの

で、協力名義が適切と考える。  

 

林野庁：DB について、閲覧者が一目でナレッジ全体を把握できるような、ナレッジ一覧のページ

があると便利だと思われるので、整備についてご検討いただきたい。 

→JIFPRO：レイアウト全体の修正や機能の追加が必要なため、すぐには整備できないが、実装に

むけて検討をすすめたい。 

 

林野庁：サチャインチの案件について、森林の持続可能性という観点からしっかり説明できるよう

にしてもらいたい。森林の保全よりサチャインチ栽培が優先されると事業としては本末転倒になっ

てしまうことを懸念。アグロフォレストリーなどの話もでていたので、持続可能な森林経営につなが
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るストーリーをしっかりご検討いただきたい。 

 

林野庁：早生材の案件について、現時点では、現地住民の関わりが見えにくいと感じる。対象とし

ている樹種がどのようなところに生育しているとか、今後、事業を通じて住民がどのように関わり

を持つのか、興味を持った。 

→ヤマハ：苗木の調達などパイロット的な活動は現地協力の下で事業内でも予定している。 

 

委員：サチャインチについて、乾燥させてから微粉末にすると思われるが、どのように乾燥させる

のか。 

→OCG：オイルを絞った搾りかすからおからにするが、この際に温度をかけておからにする。それ

を日本にもってきて粉末化する。温度については不明だが、エクストルーダーという装置をつか

う。 

→委員：アマニオイルやエゴマ油は温度をかけると劣化してしまう。できればあまり温度をかけず

に乾燥させる方法を考えるべきなので、そのプロセスは精査していく必要があるだろう。また、搾り

かすはたんぱく質なので早めに乾燥しないと劣化してしまう。搾りかすとはいえ油も残っているは

ずで、温度の管理をしっかりしていかないと品質にも関わってくる。 

 
第第三三回回委委員員委委員員会会

開開催催概概要要

日時 令和 3 年 3 月 1 日（火）14:00～16:00 
会場 オンライン 
議題 1. 事業全体について 

2. ナレッジ活用実証調査（委託業務）進捗について 
① 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 
② サチャインチの食品開発 

（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 
3. 感染症影響調査 
4. 情報発信 
5. 総合討論 

配布資料 
 

議事次第と出席者 
資料 1.  途上国森林ナレッジ活用促進事業 
資料 2-1.実証調査:ヤマハ資料 
資料 2-2.実証調査:オリエンタルコンサルタンツグローバル資料 
資料 3.  新型コロナウイルス感染蔓延前後の変化・影響にかかる情報収集 
資料 4.  情報発信 

参加者 
（計 15 名） 

委員：功能委員、杉山委員、竹山委員、谷本委員、谷田貝委員（50音順） 
業務委託先：ヤマハ株式会社 仲井氏、株式会社オリエンタルコンサルタン
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ツグローバル  門司氏、竹内氏（発表順） 
林野庁：計画課 石川国際森林減少対策調整官 
JIFPRO：太田、高原、高橋、山本、倉本 

 
主主なな議議事事内内容容

議議題題 11：：事事業業全全体体  

特記事項なし 

 

議議題題 22--①①：：熱熱帯帯産産早早生生材材のの木木材材加加工工技技術術  

谷田貝委員：トゥーナ、ニームの製材プロセスについて、原木からすぐに製材、木取りしてその後

天然乾燥しているということだが、これは一般的な手順と異なるように感じるが、これは現地でこ

のようなプロセスを経ているということか。 

→ヤマハ仲井：今回はインドの工場で製材したものだが、通常は伐採後に板材にしてから乾燥さ

せ、その後所定の寸法に木取りするところ、早く出荷したいなどの理由から通常のプロセスと異な

る流れになっているときいている。 

→谷田貝委員：今後はタンザニアで天然乾燥を行うのか。 

→ヤマハ仲井：そうである。 

→谷田貝委員：雨季乾季があるため、雨期では室内で人工乾燥など、季節によってプロセスが変

わってくるのか。 

→ヤマハ仲井：乾季の初めから中盤にかけて通常の伐採期で、乾季の終わりから雨期の間に工

場の中で製材を経て、次の乾期に出荷という流れを想定している。 

 

谷本委員：種子確保、柾目でとるために幹を太くする、植栽の疎密、芽かきなど、タンザニアで植

林するにあたって、必要な作業などをまとめた育成マニュアルなどが必要になってくるか。 

→ヤマハ仲井：獣害などいくつか現地の課題は把握している。 枝打ちについても、ニームはそれ

ほど必要ではないが、トゥーナではガイドラインが必要かと感じている。 

 

杉山委員：トゥーナは環孔材で、散孔材であるマホガニーとは木目がやや異なるだろうが色目は

似ている。一方でニームは散孔材でカエデのような役割ということで、それぞれに価格帯を分ける

狙いで樹種を選定したのか。 

→ヤマハ仲井：アコースティック系の製品では木目が問題になる可能性も考えられるが、樹種選

定当初は木目のことはそれほど考慮していなかった。最終的には売り方の問題にもなってくるか

と思うので、まずは作ってみて、それに応じた使い方を考えていくというやり方。 

→杉山委員：今回はアコースティックギターとうことだが、エレキギターへの利用は考えていない

のか。 

→ヤマハ仲井：エレキギターも考えてはいるが、ヤマハの場合には販売量から言ってもアコース

ティックギターの方がボリュームが出せるので、まずはアコースティックギターで実績を作りたいと
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ツグローバル  門司氏、竹内氏（発表順） 
林野庁：計画課 石川国際森林減少対策調整官 
JIFPRO：太田、高原、高橋、山本、倉本 

 
主主なな議議事事内内容容
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特記事項なし 
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定当初は木目のことはそれほど考慮していなかった。最終的には売り方の問題にもなってくるか

と思うので、まずは作ってみて、それに応じた使い方を考えていくというやり方。 

→杉山委員：今回はアコースティックギターとうことだが、エレキギターへの利用は考えていない

のか。 

→ヤマハ仲井：エレキギターも考えてはいるが、ヤマハの場合には販売量から言ってもアコース
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いうところ。 

 

谷田貝委員：ギターラインナップの中で柾目材が高価格帯に位置付けられているのは木目の見

た目の問題なのか。 

→ヤマハ仲井：反りにくいなどという特性の問題である。 

 

谷田貝委員：トゥーナは独特の香りがあるということだが、これを有効活用できる点はあるか。 

→ヤマハ仲井：物性に大きく影響するようなものではないと考えられるが、生産工程でにおいが気

になるということはでてくるかもしれない。 

 

杉山委員：割裂抵抗値の面でトゥーナが弱いのは環孔材だからか。 

→ヤマハ仲井：そうした面もあるかもしれない。 

 

林野庁石川：ギター1 つを作るためにどれくらいの面積の早生樹林が必要なのか、数値が報告書

などに示されていると、将来的に楽器生産のために必要な森林面積を算出できるようになるなど、

取組の普及や発展性がより期待できるようになるのではないか。 

→ヤマハ仲井：この場ではお答えできないが、今後原木の製材歩留まりなどを出しながら算出す

ることはできると思う。 

 

谷田貝委員：今後は現地で製材するという方向性なのか。現地に利益が落ちる取り組みを期待し

ている。 

→ヤマハ仲井：現地で製材までにしてから出荷することで、現地で付加価値を創出できればと考

えている。 

 

 

議議題題 22--②②ササチチャャイインンチチのの食食品品開開発発 

谷田貝委員：いかに認知度を高めるかが重要と感じる。日本ではおからは廉価なイメージだが、

サチャインチパウダーの価格帯はどういったものを想定しているのか。 

→OCG竹内：サチャインチオイルは健康志向である程度高価格帯のものなので、パウダーも同様

の層を狙う。「おから」というネーミングはブランディングの観点から再考する。 

 

谷本委員：機能性を定量的に示すことはできるか。また、今回の試食ではペルー料理と和食を対

象としているが、加工品に混ぜたり洋食や中華など他のジャンルの料理に利用したりという、活用

の幅・発展性はあるか。 

→OCG 竹内：たんぱく質やオメガ 3 脂肪酸、アミノ酸、ミネラルなどの成分については大豆のおか

らとの比較になるが示すことができる。また、活用の幅については、小麦粉とまぜることで活用で

きるため、広く様々な国の料理に応用可能である。 
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谷田貝委員：粉砕が大きな課題になるが、粉砕済みのものを一般家庭で料理に利用できるような

形で現地で普及させることができるのか。 

→OCG 竹内：まぜるだけや振りかけるだけなど、簡単に利用できる方法があるので、利用法の案

内と併せて販売することで普及に資すると考えている。 

→OCG 門司：一般家庭向けとビジネス向けの双方を想定している。 

→竹山委員：粉砕について、今回は日本の工場で加工して滑らかなパウダーになっている。現地

で普及させるためには機械を導入する必要があり、そのコストは考慮する必要がある。 

 

竹山委員：サチャインチパウダーは高たんぱくであると同時に食物繊維も豊富であるため、その

点もアピールできるポイントになる。一方で、たんぱく質のアミノ酸の組成からいえば、リジンなど

必須アミノ酸でも含有量が低いものがあるので、サチャインチパウダー単体で完結するものでは

なく、何かと組み合わせるなどして売り出していくとバランスの良いものができるかと思う。 

 

林野庁石川：三点意見を述べる。一点目、栄養評価について大豆のおからと比較しているが、今

回紹介されている用途はおからとは異なるように感じるのでより適当な比較対象、たとえば大豆そ

のものなど、を検討する必要もあるかもしれない。大豆生産のための森林の農地転換は森林減

少のドライバーとして世界的に問題になっているため、大豆の代替食品という文脈にのせることが

できれば森林減少につながるストーリーをつくれるとも感じる。 

二点目、食材を選ぶ際には機能とともに味も重要なので、「○○に味が似ている」など味のイメー

ジがわくと購買につながりやすいのではないか。 

三点目、報告書では、サシャインチオイルの搾りかすとして廃棄されていたものを有効活用するこ

とと森林保全との関係性をより明確に記載してもらえたら良いのではないか。 

→OCG 門司：ペルーでも森林伐採を伴う大豆栽培が行われているが、大手食品企業が大規模に

実施している大豆生産に比べて、サシャインチは小規模に地道な取り組みになるが、大豆生産か

らサシャインチへの代替は、森林保全の観点からも一つのストーリーとして検討しうる。 

サシャインチパウダーはきな粉のような香ばしさがあり、和食やスイーツなどへの利用も可能性が

あると感じる。（味だけでなく香りも含めた）風味のイメージを伝えることはこれまで重要視できてい

なかったので、今後検討していきたい。 

サシャインチ栽培はアグロフォレストリーなどで森林と共存しながら実施していき、地域住民の生

計向上を図ることで森林減少圧を低減させるという形につなげることができればと考えている。 

 

 

議議題題 33：：感感染染症症影影響響調調査査  

谷田貝委員：違法伐採の減少がみられるというのは興味深い。 

→JIFPRO：物流停滞やガソリン高騰の影響で伐採してもモノが動かないという状況があるようで

ある。 
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谷田貝委員：粉砕が大きな課題になるが、粉砕済みのものを一般家庭で料理に利用できるような

形で現地で普及させることができるのか。 

→OCG 竹内：まぜるだけや振りかけるだけなど、簡単に利用できる方法があるので、利用法の案

内と併せて販売することで普及に資すると考えている。 

→OCG 門司：一般家庭向けとビジネス向けの双方を想定している。 

→竹山委員：粉砕について、今回は日本の工場で加工して滑らかなパウダーになっている。現地

で普及させるためには機械を導入する必要があり、そのコストは考慮する必要がある。 

 

竹山委員：サチャインチパウダーは高たんぱくであると同時に食物繊維も豊富であるため、その

点もアピールできるポイントになる。一方で、たんぱく質のアミノ酸の組成からいえば、リジンなど

必須アミノ酸でも含有量が低いものがあるので、サチャインチパウダー単体で完結するものでは

なく、何かと組み合わせるなどして売り出していくとバランスの良いものができるかと思う。 

 

林野庁石川：三点意見を述べる。一点目、栄養評価について大豆のおからと比較しているが、今

回紹介されている用途はおからとは異なるように感じるのでより適当な比較対象、たとえば大豆そ

のものなど、を検討する必要もあるかもしれない。大豆生産のための森林の農地転換は森林減

少のドライバーとして世界的に問題になっているため、大豆の代替食品という文脈にのせることが

できれば森林減少につながるストーリーをつくれるとも感じる。 

二点目、食材を選ぶ際には機能とともに味も重要なので、「○○に味が似ている」など味のイメー

ジがわくと購買につながりやすいのではないか。 

三点目、報告書では、サシャインチオイルの搾りかすとして廃棄されていたものを有効活用するこ

とと森林保全との関係性をより明確に記載してもらえたら良いのではないか。 

→OCG 門司：ペルーでも森林伐採を伴う大豆栽培が行われているが、大手食品企業が大規模に

実施している大豆生産に比べて、サシャインチは小規模に地道な取り組みになるが、大豆生産か

らサシャインチへの代替は、森林保全の観点からも一つのストーリーとして検討しうる。 

サシャインチパウダーはきな粉のような香ばしさがあり、和食やスイーツなどへの利用も可能性が

あると感じる。（味だけでなく香りも含めた）風味のイメージを伝えることはこれまで重要視できてい

なかったので、今後検討していきたい。 

サシャインチ栽培はアグロフォレストリーなどで森林と共存しながら実施していき、地域住民の生

計向上を図ることで森林減少圧を低減させるという形につなげることができればと考えている。 

 

 

議議題題 33：：感感染染症症影影響響調調査査  

谷田貝委員：違法伐採の減少がみられるというのは興味深い。 

→JIFPRO：物流停滞やガソリン高騰の影響で伐採してもモノが動かないという状況があるようで

ある。 
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議議題題 44::情情報報発発信信  

特記事項なし 

  

議議題題 55::総総合合討討論論  

竹山委員：実証調査の期間が短く駆け足になってしまうような印象がある。期間延長などもう少し

腰を据えた活動ができる期間がもてればさらに深めることができるのではないか。  

→JIFPRO：JIFPRO としても各年度の林野庁補助事業に応募して実施しているために来年度のこ

となどを申し上げることはできないが、一般論として必ずしも単年度で終わらせて結果を出さなけ

ればならない決まりがあるわけではないと理解している。 

前身の途上国持続可能な森林経営推進事業において、アフリカンブラックウッドのビジネスモデ

ル構築の調査を実施したが、この成果を活かして JICA の民間連携に採択されたという事例があ

る。本ナレッジ事業で地ならしした成果をさらに大きな規模の活動につなげていただくということも

できるかと思う。 
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⻑
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法
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・
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・
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・
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・

・
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2 

 質
問

内
容

と
回

答
 

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
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ア
ン

ケ
ー

ト
集

計
結

果
[バ

ン
グ
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デ

ィ
ッ

シ
ュ
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・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
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３

．
ベ

ト
ナ

ム
と

バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
の

⽐
較

 
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
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⽂
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影

響
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か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

2 
 業

務
概

要
 

 I. 
業

務
名

称
：

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

 
 

II.
 

作
業

内
容

：
 

①
 

情
報

収
集

：
森

林
と

そ
の

資
源

の
利

活
⽤

に
携

わ
る

関
係

者
、

森
林

周
辺

の
住

⺠
な

ど
を

対
象

と
し

て
、個

別
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
等

に
よ

り
、新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス（

CO
VI

D
19

）の
蔓

延
前

後
に

お
け

る
森

林
施

業
・

林
業

活
動

、
森

林
内

に
お

け
る

⽣
産

活
動

等
に

対
す

る
変

化
・

影
響

に
つ

い
て

情
報

を
収

集
す

る
。

 
②

 
報

告
書

作
成

：
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
状

況
の

推
移

（
感

染
者

数
や

死
者

数
な

ど
）

と
社

会
的

な
対

応
（

移
動

制
限

や
ワ

ク
チ

ン
な

ど
）

の
概

要
を

含
め

、
上

記
で

収
集

し
た

情
報

を
報

告
書

と
し

て
と

り
ま

と
め

る
。

 
 

III
. 

受
託

者
：

株
式

会
社

ラ
ー

ゴ
 

 
IV

. 
受

注
⾦

額
：

￥
45

5,0
00

 円
 消

費
税

：
￥

45
,50

0 
円

 合
計

：
￥

50
0,5

00
 円

 
 

V.
 

⼯
期

：
令

和
３

年
11

⽉
18

⽇
~令

和
４

年
1⽉

14
⽇

 

 
 

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

3 
 １

．
 ベ

ト
ナ

ム
 

1.1
 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

状
況

の
推

移
 

ベ
ト

ナ
ム

で
は

、
20

20
年

3⽉
に

新
型

コ
ロ

ナ
感

染
者

が
確

認
さ

れ
て

以
来

、
今

⽇
ま

で
に

16
7

万
⼈

（
20

21
年

12
⽉

27
⽇

時
点

）
の

感
染

者
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

死
亡

者
数

は
、

31
,41

8
⼈

（
20

21
年

12
⽉

27
⽇

時
点

）
で

あ
る

。
同

国
は

感
染

初
期

の
段

階
か

ら
、

厳
し

い
⽔

際
対

策
と

外
出

・
移

動
制

限
措

置
等

に
よ

り
感

染
拡

⼤
を

⻑
い

間
防

い
で

き
た

。
20

21
年

7⽉
に

感
染

の
第

1波
を

経
験

す
る

ま
で

は
、

世
界

で
も

希
な

新
型

コ
ロ

ナ
感

染
症

対
策

優
良

国
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

感
染

⼒
の

⾼
い

デ
ル

タ
株

の
侵

⼊
に

よ
り

第
⼀

回
⽬

の
感

染
者

数
の

急
拡

⼤
を

経
験

す
る

。
こ

の
と

き
の

ピ
ー

ク
時

の
感

染
者

数
は

13
,39

8⼈
（

7⽇
間

平
均

値
）

で
あ

っ
た

（
20

21
年

9⽉
2⽇

）。
ほ

ぼ
、

同
時

期
に

⽇
本

は
感

染
の

第
4

波
を

経
験

し
た

が
、

こ
の

と
き

の
ピ

ー
ク

時
の

感
染

者
数

は
23

,19
2⼈

（
7⽇

間
平

均
値

：
20

21
年

8⽉
25

⽇
）

で
あ

っ
た

。
ベ

ト
ナ

ム
の

⼈
⼝

は
約

90
,00

0
千

⼈
と

⽇
本

と
ほ

ぼ
同

じ
で

あ
り

、
第

1
波

ピ
ー

ク
時

に
お

け
る

全
⼈

⼝
に

占
め

る
感

染
者

数
割

合
は

⽇
本

よ
り

若
⼲

低
く

か
っ

た
。

第
1

波
は

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
の

進
展

に
伴

い
、

⼀
旦

、
感

染
拡

⼤
は

収
束

に
向

か
っ

た
が

、
こ

れ
と

時
期

を
合

わ
せ

て
厳

し
い

規
制

措
置

を
や

や
緩

和
し

、
ウ

イ
ズ

・
コ

ロ
ナ

へ
と

政
策

転
換

を
図

っ
た

。
そ

の
た

め
、

20
21

年
10

⽉
に

は
再

び
感

染
が

拡
⼤

、
現

時
点

で
は

感
染

第
2波

の
渦

中
に

あ
る

。第
2波

に
お

け
る

現
時

点
で

の
感

染
者

の
ピ

ー
ク

値
は

、1
8,4

51
⼈

（
7⽇

間
平

均
：

20
21

年
12

⽉
22

⽇
）

で
あ

る
。

 
            

出
典

：
JH

U 
CS

SE
 C

O
VI

D
19

 da
ta

 [1
] 

図図
  11

..11..
11  

新新
型型

ココ
ロロ

ナナ
ウウ

イイ
ルル

スス
感感

染染
者者

のの
推推

移移
（（

ベベ
トト

ナナ
ムム

））
  

 1.2
 

社
会

的
な

対
応

 
1.2

.1 
ワ

ク
チ

ン
の

接
種

状
況

 
ハ

ノ
イ

で
本

格
的

な
ワ

ク
チ

ン
接

種
が

始
ま

っ
た

の
は

20
21

年
9

⽉
で

あ
る

。
⽇

本
⼤

使
館

 

2200
2211

年年
  

2200
2200

年年
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響
に
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か
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報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

4 
 

は
邦

⼈
向

け
に

20
21

年
8

⽉
半

ば
よ

り
ワ

ク
チ

ン
（

ア
ス

ト
ラ

ゼ
ネ

カ
社

製
）

接
種

の
予

約
を

開
始

し
て

い
る

。
現

在
ま

で
の

ワ
ク

チ
ン

2回
接

種
率

は
57

.9%
、

1回
接

種
率

は
79

.2%
で

あ
る

（
20

21
年

12
⽉

26
⽇

時
点

）。
 

ベ
ト

ナ
ム

に
お

い
て

接
種

さ
れ

て
い

る
ワ

ク
チ

ン
は

、
以

下
の

８
種

類
で

あ
る

。
最

も
多

く
接

種
さ

れ
て

い
る

の
は

ア
ス

ト
ラ

ゼ
ネ

カ
（

英
）

で
、

次
い

で
、

多
い

の
が

シ
ノ

フ
ァ

ー
ム

（
中

）
で

あ
る

[2
]。

 
 

・
ア

ス
ト

ラ
ゼ

ネ
カ

(英
) 

・
ス

プ
ー

ト
ニ

ク
V(

露
) 

・
ジ

ョ
ン

ソ
ン

・
エ

ン
ド

・
ジ

ョ
ン

ソ
ン

(⽶
) 

・
モ

デ
ル

ナ
(⽶

) 
・

フ
ァ

イ
ザ

ー
(⽶

) 
・

シ
ノ

フ
ァ

ー
ム

(中
) 

・
ハ

ヤ
ッ

ト
・

ヴ
ァ

ッ
ク

ス
(U

AE
) 

・
ア

ブ
ダ

ラ
(キ

ュ
ー

バ
) 

            
出

典
：

O
ur

 W
or

ld 
in

 D
at

a [
3]

 
図 図

  11
..22..

11  
新新

型型
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ

ルル
スス

にに
対対

すす
るる

ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

のの
状状

況況
（（

ベベ
トト

ナナ
ムム

））
  

 1.2
.2 

感
染

拡
⼤

防
⽌

措
置

 
 

 
 

 
同

国
で

は
、厳

し
い

感
染

拡
⼤

防
⽌

措
置

が
実

⾏
さ

れ
て

き
た

。感
染

者
の

発
⾒

時
に

は
ロ

ッ
ク

 
ダ

ウ
ン（

隔
離

、外
出

・
移

動
制

限
、営

業
停

⽌
命

令
、交

通
遮

断
・

規
制

）措
置

が
実

施
さ

れ
た

。
 

 
1.3

「
情

報
収

集
調

査
」

に
て

後
述

す
る

が
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

（
職

場
：

1m
 

間
隔

、
公

衆
：

2m
間

隔
）

の
確

保
、

マ
ス

ク
の

公
衆

で
の

着
⽤

が
徹

底
し

て
⾏

わ
れ

て
い

る
様

⼦
 

が
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

か
ら

も
伺

え
る

。
各

種
規

制
は

、
法

制
化

さ
れ

て
お

り
、

違
反

者
に

は
罰

⾦
 

 

（（
2200

2211
））
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書
 

5 
 

⼜
は

禁
固

刑
が

科
せ

ら
れ

る
。

 
 

1.2
.3 

個
⼈

へ
の

規
制

と
罰

則
 

前
述

の
と

お
り

、
各

種
規

制
（

個
⼈

に
義

務
付

け
ら

れ
た

対
策

）
は

、
そ

の
ほ

と
ん

ど
が

法
制

化
さ

れ
て

お
り

、
違

反
者

に
は

罰
⾦

、
⼜

は
、

禁
固

刑
が

科
せ

ら
れ

る
。

 
以

下
に

主
な

対
策

と
罰

則
を

整
理

し
た

。
 

 
表 表

  11
..22..

11  
個個

⼈⼈
にに

対対
しし

てて
義義

務務
付付

けけ
らら

れれ
たた

対対
策策

とと
罰罰

則則
  

          
情

報
提

供
：

チ
ャ

ン
・

ク
ア

ン
・

ド
ン

⽒
 

 
ま

た
、

CO
VI

D
19

（
原

⽂
に

従
っ

た
）

に
関

す
る

偽
情

報
の

流
布

（
刑

法
第

28
8条

）、
暴

⼒
等

に
よ

る
封

じ
込

め
作

業
の

妨
害

（
刑

法
第

33
0条

）、
価

格
統

制
下

に
あ

る
物

品
の

買
い

占
め

と
価

格
の

吊
り

上
げ

（
刑

法
第

19
6条

）
に

対
し

て
は

罰
則

が
適

⽤
さ

れ
る

。
 

 1.2
.4 

経
済

対
策

 
 

 
 

 
主

な
、

経
済

対
策

と
し

て
は

、
以

下
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

 
 

 
 

 
・

失
業

保
険

基
⾦

の
設

⽴
と

保
険

料
の

⽀
援

：
予

算
規

模
38

兆
ド

ン
（

約
1,9

00
億

円
）。

雇
⽤

 
 

 
 

 
主

（
8兆

ド
ン

）
及

び
被

保
険

者
（

30
兆

ド
ン

）
に

対
す

る
保

険
料

補
助

。
 

 
 

 
 

・
減

税
及

び
⼟

地
借

地
料

の
低

減
措

置
 

 
 

 
 

・
⽣

産
及

び
物

流
の

安
定

化
に

対
す

る
施

策
：

道
路

お
よ

び
航

路
に

「
グ

リ
ー

ン
・

チ
ャ

ネ
ル

」
 

を
設

け
、

物
流

の
安

定
化

を
図

る
。

 
 1.2

.5 
経

済
成

⻑
（

GD
P

と
CP

I）
 

ベ
ト

ナ
ム

の
感

染
症

拡
⼤

前
、

20
19

年
の

GD
P

は
7.0

%
で

あ
っ

た
が

、
感

染
症

拡
⼤

後
は

2.1
%

（
20

20
年

）、
1.4

%
（

20
21

年
1⽉

~9
⽉

の
推

計
値

）、
伸

び
率

が
鈍

化
し

て
い

る
。

感
染

が
拡

⼤
し

た
20

21
年

の
第

三
四

半
期

（
7

⽉
~9

⽉
）

に
は

、
GD

P
が

△
6.2

%
ま

で
落

ち
込

対
策

罰
則

1
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

罰
⾦
等
は
な
し

 
職
場
：
1m

、
公
衆
：
2m

2
公
衆
で
の
マ
ス
ク
着
⽤

不
着
⽤
 
罰
⾦
：
最
⼤
$1
32

路
上
等
へ
の
ポ
イ
捨
て
 
罰
⾦
：
$4
4~

$8
8

3
健
康
状
態
の
報
告

秘
匿
 
罰
⾦
：
最
⼤
$1
32

検
査
拒
否
 
罰
⾦
：
$1
32

上
記
の
結
果
、
感
染
を
拡
⼤
さ
せ
た
場
合
 
禁
固
12
年
に
加
え
罰
⾦
：
$4
,3
80
（
刑
法
第
24
0条

）
4

営
業
停
⽌
命
令

飲
⾷
店
の
命
令
拒
否
 
罰
⾦
：
$8
76
（
個
⼈
）
、
$1
,7
50
（
企
業
）

商
業
⾏
為
の
実
施
 
罰
⾦
：
$8
76
（
個
⼈
）
、
$1
,7
50
（
企
業
）

バ
ー
、
デ
ィ
ス
コ
等
遊
興
施
設
 
最
⼤
禁
固
12
年
に
加
え
罰
⾦
$2
,1
90
（
刑
法
第
29
5条

）
5

感
染
区
域
の
指
定
と
⽴
⼊
制
限

区
域
内
で
の
注
意
義
務
違
反
 
罰
⾦
：
$1
,3
00

6
感
染
検
査

検
疫
場
通
過
等
、
検
査
拒
否
 
罰
⾦
：
$8
76

上
記
に
従
わ
ず
他
者
を
感
染
さ
せ
た
場
合
 
最
⼤
禁
固
12
年
（
刑
法
第
24
0条

）
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）
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書
 

6 
 

ん
だ

。
業

種
別

GD
P

は
、

サ
ー

ビ
ス

業
（

△
9.3

%
）、

鉱
⼯

業
・

建
設

業
（

△
5.0

%
）、

農
林

⽔
産

業
（

1.0
%

）
で

あ
っ

た
。

 
CP

I（
消

費
者

物
価

指
数

）
に

つ
い

て
は

、
感

染
症

拡
⼤

前
の

20
19

年
の

上
昇

率
は

2.5
%

、
感

染
症

拡
⼤

後
の

20
20

年
は

3.9
％

と
や

や
上

昇
傾

向
に

あ
る

（
出

典
：

ベ
ト

ナ
ム

統
計

総
局

[4
]）

。
 

 1.3
 

情
報

収
集

調
査

 
1.3

.1 
調

査
⽅

法
 

1)
 

英
⽂

に
て

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
票

（
付

表
１

）
を

作
成

し
、

こ
れ

を
ベ

ト
ナ

ム
語

に
翻

訳
し

た
も

の
（

付
表

２
）

を
調

査
対

象
者

に
配

布
し

た
。

ア
ン

ケ
ー

ト
回

収
後

は
、

内
容

を
精

査
し

、
必

要
に

応
じ

て
、

別
途

、
回

答
内

容
を

個
別

に
確

認
し

た
。

 
 

2)
 

調
査

協
⼒

者
：

M
r. 

Tr
an

 Q
ua

ng
 D

on
g（

チ
ャ

ン
・

ク
ア

ン
・

ド
ン

⽒
）

 
 

3)
 

調
査

期
間

：
20

21
年

11
⽉

21
⽇

〜
11

⽉
28

⽇
 

 
4)

 
調

査
対

象
者

：
 

①
 

森
林

施
業

等
、

森
林

内
で

の
⽣

産
活

動
に

与
え

た
変

化
・

影
響

：
5件

 
②

 
林

産
物

加
⼯

・
販

売
等

に
与

え
た

変
化

・
影

響
：

10
件

 
合

計
：

15
件

（
回

答
者

数
：

10
名

）
 

 
5)

 
調

査
対

象
者

属
性

 
①

 
性

別
 

男
：

⼥
 =

 7 
: 3

 
 

②
 

年
齢

分
布

：
30

代
5名

、
40

代
5名

、
計

10
名

 
 

表 表
  11

..33..
11  

調調
査査

対対
象象

者者
のの

年年
齢齢

分分
布布

  
   

③
 

情
報

を
収

集
し

た
場

所
：

 
1市

（
直

轄
市

）、
6県

、
10

都
市

 
     

年
齢

20
代

30
代

40
代

50
代
以
上

⼈
数

0
5

5
0

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

7 
 

表表
  11

..33..
22  

調調
査査

対対
象象

者者
のの

職職
場場

・・
居居

所所
  

       
 

④
 

職
種

・
職

業
：

⽣
産

者
1

名
、

加
⼯

業
者

4
名

、
販

売
業

者
5

名
、

そ
の

他
（

サ
ー

ビ
ス

業
）

1名
、

計
10

名
（

1名
が

加
⼯

兼
販

売
業

者
）

 
 

表表
  11

..33..
33  

調調
査査

対対
象象

者者
のの

職職
種種

・・
職職

業業
  

   
 

⑤
 

役
職

：
経

営
層

（
者

）
3名

、
従

業
員

1名
、

無
回

答
6名

、
計

10
名

 
 

表表
  11

..33..
44  

調調
査査

対対
象象

者者
のの

役役
職職

  
 

 
 

⑥
 

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
：

⽊
材

1
名

、
薬

⽤
植

物
4

名
、

茶
2

名
、

ハ
ー

ブ
3

名
、

天
然

蜂
蜜

1名
、

サ
ー

ビ
ス

（
旅

⾏
業

）
1名

 
延

べ
12

名
（

複
数

の
商

品
を

取
り

扱
う

調
査

対
象

者
あ

り
）

 
 

表 表
  11

..33..
55  

調調
査査

対対
象象

者者
がが

取取
りり

扱扱
うう

商商
品品

  
 

      
 

地
域

南
部

市
・
省

DB
SL

HB
HN

NA
QB

GL
⼈
数

1
1

1
2

3
1

1
DB

デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
省

都
市
）
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
市

SL
ソ
ン
ラ
省

都
市
）
モ
ク
チ
ョ
ウ
県

HB
ホ
ア
ビ
ン
省

都
市
）
タ
ン
ラ
ッ
ク
県

HN
ハ
ノ
イ
市
（
直
轄
市
）

都
市
）
タ
イ
ン
チ
県
、
ザ
ー
ラ
ム
県

NA
ゲ
ア
ン
省

 
都
市
）
ビ
ン
市
(居

所
：
フ
ン
グ
エ
ン
県
）
、
ク
エ
ホ
ン
県
、
キ
ー
ソ
ン
県

QB
ク
ア
ン
ビ
ン
省

都
市
）
ボ
ー
チ
ェ
ッ
ク
県

GL
ザ
ー
ラ
イ
省

都
市
）
チ
ュ
ー
セ
ー
県

北
部

中
部
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8 
                                   

図 図
  11

..33..
11  

調調
査査

対対
象象

者者
のの

分分
布布

  
 

デデ
ィィ

エエ
ンン

ビビ
エエ

ンン
省省

  

ソソ
ンン

ララ
省省

  
ハハ

ノノ
イイ

市市
  

ホホ
アア

ビビ
ンン

省省
  

ゲゲ
アア

ンン
省省

  

クク
アア

ンン
ビビ

ンン
省省

  

ザザ
ーー

ララ
イイ

省省
  

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

9 
 1.3

.2 
質

問
内

容
と

回
答

 
1)

 
感

染
状

況
等

 
 

 
①

 
周

り
に

感
染

し
た

者
が

い
る

か
（

回
答

数
10

）：
10

名
中

2名
が

「
い

る
」

と
回

答
。「

い
 

る
」

と
回

答
し

た
者

は
、

ハ
ノ

イ
市

居
住

者
（

１
名

感
染

）
及

び
ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

居
 

住
者（

3名
感

染
）。

3名
の

感
染

者
が

報
告

さ
れ

た
ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

で
は

、厳
し

い
 

移
動

制
限

措
置

・
隔

離
措

置
が

実
施

さ
れ

た
。

死
亡

者
は

な
し

。
 

 表 表
  11

..33..
66  

新新
型型

ココ
ロロ

ナナ
感感

染染
状状

況況
（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1111

⽉⽉
2211

⽇⽇
--22

88⽇⽇
））

  
    

 
②

 
ワ

ク
チ

ン
は

接
種

し
た

か
（

回
答

数
10

）：
何

等
か

の
理

由
が

あ
り

「
未

接
種

」
と

回
答

し
 

た
1名

を
除

い
て

、
全

員
が

「
最

低
1回

は
接

種
済

」
と

回
答

。
内

訳
は

、
１

回
接

種
済

2 
名

、
2回

接
種

済
7名

で
あ

っ
た

。家
族

等
周

り
の

者
も

最
低

で
も

１
回

は
接

種
済

と
い

っ
 

た
状

況
で

あ
る

。
同

国
に

お
け

る
ワ

ク
チ

ン
接

種
率

は
、

1回
接

種
で

79
.0%

、
2回

接
種

 
で

57
.9%

（
20

21
年

12
⽉

26
⽇

時
点

）。
 

 表 表
  11

..33..
77  

ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

状状
況況

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

   
 

 
 

 
 

 
 

③
 

マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

に
つ

い
て

（
回

答
数

10
）：

全
員

が
「

常
時

着
⽤

」
と

回
答

。
同

国
で

は
公

衆
で

の
マ

ス
ク

の
着

⽤
は

法
律

で
義

務
化

さ
れ

て
い

る
。

違
反

者
に

は
罰

⾦
が

科
せ

ら
れ

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

④
 

各
種

規
制

に
よ

っ
て

⽣
活

に
影

響
は

あ
っ

た
か（

回
答

数
10

）：
⽣

活
へ

の
影

響
を

挙
げ

た
 

者
が

3名
（

⽀
出

増
及

び
消

費
・

購
買

減
）、

事
業

・
仕

事
へ

の
影

響
（

事
業

縮
⼩

及
び

失
 

業
）

を
挙

げ
た

者
が

8名
。

事
業

・
仕

事
へ

の
影

響
を

挙
げ

た
者

の
う

ち
、

失
業

し
た

者
が

 
1名

お
り

、
旅

⾏
業

に
従

事
す

る
者

で
あ

っ
た

。
も

う
１

件
の

失
業

は
、

従
業

員
を

解
雇

し
 

た
経

営
者

の
回

答
（

こ
れ

に
よ

り
、

延
べ

回
答

数
が

11
に

な
っ

て
い

る
）。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    感
染
者
数

無
1

2
3

４
以
上

回
答
数

8
1

0
1

0

接
種
回
数

無
1

2
回
答
数

1
2

7
無
と
回
答
し
た
⽅
は
個
⼈
的
な
理
由
で
接
種
し
て
い
な
い
。
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10
 

  
 

 
 

 
 

 
       

   図 図
  11

..33..
22  

⽣⽣
活活

へへ
のの

影影
響響

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

 
⽣

活
に

影
響

を
与

え
た

規
制

に
つ

い
て

は
、外

出
・

移
動

規
制

を
挙

げ
た

者
が

8名
と

最
も

多
か

っ
た

。
そ

の
他

、
営

業
規

制
（

3名
）、

隔
離

（
2名

）
と

い
っ

た
⽣

産
活

動
に

直
接

影
響

を
与

え
る

規
制

を
影

響
要

因
と

し
て

挙
げ

る
も

の
が

多
か

っ
た

。
 

ベ
ト

ナ
ム

で
は

、
職

場
で

1m
の

距
離

を
、

公
衆

で
は

2m
の

距
離

を
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
 

ス
タ

ン
ス

と
し

て
保

つ
必

要
が

あ
り

（
法

制
化

は
さ

れ
て

い
な

い
）、

こ
れ

に
加

え
、

感
染

 
検

査
に

よ
る

作
業

効
率

の
低

下
を

事
業

へ
の

影
響

要
因

と
し

て
挙

げ
た

者
も

い
た

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図 図
  11

..33..
33  

⽣⽣
活活

にに
影影

響響
をを

与与
ええ

たた
規規

制制
のの

種種
類類（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1111

⽉⽉
2211

⽇⽇
--22

88⽇⽇
））

  
  

 
2)

 
森

林
施

業
等

、
森

林
内

で
の

⽣
産

活
動

に
与

え
た

変
化

・
影

響
 

 
 

 
 

①
 

施
業

・
林

内
活

動
に

変
化

・
影

響
は

あ
っ

た
か

（
回

答
数

5）
：

5名
中

全
員

が
、「

活
動

が
 

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

11
 

  
 

 
 

 
 

減
少

し
た

」、
⼜

は
、「

収
量

が
減

少
し

た
」

と
回

答
。

そ
の

要
因

は
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
 

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
が

5名
と

、回
答

者
の

全
員

が
活

動
不

活
性

化
の

要
因

と
し

て
挙

げ
た

。 
作

業
効

率
の

低
下

が
森

林
内

の
⽣

産
活

動
に

負
の

影
響

を
与

え
た

こ
と

が
伺

え
る

。
 

ま
た

、
規

制
等

が
も

た
ら

す
需

要
減

や
輸

送
制

限
と

い
っ

た
社

会
環

境
の

変
化

を
森

林
内

 
活

動
の

減
少

の
要

因
と

し
て

挙
げ

る
者

も
い

た
（

ど
ち

ら
も

5名
中

2名
）。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

図図
  11

..33..
44  

林林
内内

活活
動動

へへ
のの

影影
響響

要要
因因

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

  
 

 
 

②
 

森
林

内
⽣

産
量

に
変

化
・

影
響

は
あ

っ
た

か
（

回
答

数
4）

：
回

答
し

た
4名

は
全

員
が

 
「

⽣
産

量
が

減
少

し
た

」
と

回
答

。
対

象
産

品
は

、
茶

・
ハ

ー
ブ

、
⾦

花
茶

（
健

康
茶

）、
薬

 
⽤

植
物

、⽊
材

と
多

岐
に

わ
た

る
。定

量
的

な
回

答
が

あ
っ

た
3件

を
み

る
と

、⽊
材

で
30

%
 

の
減

少
、

⾮
⽊

材
産

品
で

感
染

症
蔓

延
前

の
1/

6（
茶

・
ハ

ー
ブ

[ホ
ア

ビ
ン

省
タ

ン
ラ

ッ
ク

 
県

]：
30

,00
0k

g/
年

→
5,0

00
kg

/年
）

か
ら

1/
10

（
薬

⽤
植

物
[ゲ

ア
ン

省
キ

ー
ソ

ン
県

]：
 

55
,00

0k
g/

年
→

6,0
00

kg
/年

）
の

⽣
産

量
で

、
著

し
く

⽣
産

量
が

低
下

し
て

い
る

。
な

お
、 

単
に

「
減

少
」

と
だ

け
回

答
し

た
の

は
、

ゲ
ア

ン
省

ビ
ン

市
の

薬
⽤

植
物

取
り

扱
い

業
者

で
 

あ
っ

た
。

 
 

 
 

 
 

③
 

森
林

従
事

者
数

、
森

林
ツ

ー
リ

ズ
ム

に
変

化
・

影
響

は
あ

っ
た

か
（

回
答

数
4）

：
森

林
従

 
事

者
の

減
少

を
回

答
し

た
者

は
4名

中
2名

、
ツ

ー
リ

ス
ト

の
減

少
を

回
答

し
た

者
は

4 
名

中
3名

で
あ

っ
た（

複
数

回
答

者
あ

り
）。

ツ
ー

リ
ス

ト
は

⼤
幅

に
減

少
し

て
お

り
、9

0%
の

減
少

と
の

回
答

（
ザ

ー
ラ

イ
省

チ
ュ

ー
セ

ー
県

）
が

あ
っ

た
。

減
少

の
要

因
を

回
答

し
た

者
は

1名
で

、
隔

離
及

び
外

出
・

移
動

制
限

を
挙

げ
て

い
る

（
回

答
者

1名
[ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

]）
。ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

で
は

感
染

者
が

報
告

さ
れ

て
お

り
、そ

の
際

の
隔

離
政

策
が

影
響

を
与

え
た

も
の

と
思

わ
れ

る
。
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12
 

  
 

 
 

④
 

違
法

伐
採

に
変

化
・

影
響

を
与

え
た

か（
回

答
数

4）
：

4名
中

2名
が「

減
少

」と
回

答
、

 
 

 
 

 
 

 
そ

の
理

由
と

し
て

需
要

減
を

挙
げ

て
い

る
（

ホ
ア

ビ
ン

省
タ

ン
ラ

ッ
ク

県
、

ゲ
ア

ン
省

ク
 

 
 

 
 

 
 

エ
ホ

ン
県

）、
残

り
2名

は
「

わ
か

ら
な

い
」

⼜
は

「
情

報
を

持
ち

合
わ

せ
て

い
な

い
」

と
 

 
 

 
 

 
 

回
答

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
3)

 
 林

産
物

加
⼯

・
販

売
等

に
与

え
た

変
化

・
影

響
 

 
 

 
 

①
 

林
産

品
・

サ
ー

ビ
ス

需
要

に
変

化
・

影
響

は
あ

っ
た

か
（

回
答

数
10

）：
10

名
中

8名
が

 
「

減
少

」
と

回
答

。
う

ち
、

4名
は

「
激

減
」（

1名
は

旅
⾏

業
従

事
者

で
旅

⾏
需

要
 

「
な

し
」

と
回

答
）

と
回

答
し

た
。

 
「

激
減

」
と

回
答

し
た

3件
の

林
産

品
と

都
市

名
は

、
ハ

ー
ブ

・
天

然
蜂

蜜
（

デ
ィ

エ
ン

ビ
 

エ
ン

省
デ

ィ
エ

ン
ビ

エ
ン

市
）、

茶
（

ソ
ン

ラ
省

モ
ク

チ
ョ

ウ
県

）、
ハ

ー
ブ

・
⾹

⾟
料

（
ハ

 
ノ

イ
市

[直
轄

市
]タ

イ
ン

チ
県

）
で

あ
っ

た
。、

林
産

物
加

⼯
業

者
の

中
に

は
、

国
内

需
要

 
の

み
な

ら
ず

海
外

需
要

の
減

少
に

⾔
及

し
た

者
も

い
た

。ソ
ン

ラ
省

モ
ク

チ
ョ

ウ
県

は
、中

 
国

、
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

の
茶

の
需

要
減

か
ら

そ
の

輸
出

量
が

、
ま

た
、

ハ
ノ

イ
市

（
直

 
轄

市
）

ザ
ー

ラ
ム

県
で

も
海

外
需

要
の

減
退

か
ら

輸
出

量
が

減
っ

た
と

回
答

し
て

い
る

。
 

⼀
⽅

、「
変

化
な

し
」

と
す

る
回

答
も

2件
あ

り
、

薬
⽤

植
物

（
ゲ

ア
ン

省
ビ

ン
市

）、
⽊

材
 

（
ザ

ー
ラ

イ
省

チ
ュ

ー
セ

ー
県

）
で

あ
っ

た
。

加
⼯

⽊
材

に
関

し
て

は
、

材
⽊

の
⽣

産
量

は
 

減
少

し
て

い
る

が
、

加
⼯

⽊
材

⾃
体

の
需

要
は

減
少

し
て

い
な

い
と

回
答

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図図
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産産
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ササ
ーー

ビビ
スス

へへ
のの

需需
要要

のの
変変

化化
（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1111

⽉⽉
2211

⽇⽇
--22

88⽇⽇
））

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

需
要

減
少

の
直

接
の

影
響

要
因

と
し

て
、

消
費

者
の

買
い

控
え

、
こ

れ
に

伴
う

卸
売

り
業

 
者

の
購

買
減

退
を

挙
げ

る
者

が
い

た
。

ま
た

、
海

外
に

お
け

る
需

要
減

が
影

響
し

、
輸

出
 

量
が

減
っ

た
と

す
る

回
答

が
3件

あ
っ

た
。

 
消

費
者

の
購

買
意

欲
の

減
少

は
、

外
出

・
移

動
規

制
や

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
 

制
と

い
っ

た
⾏

動
規

制
が

そ
の

要
因

と
な

っ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。
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図図
  11

..33..
66  

林林
産産

品品
・・

ササ
ーー

ビビ
スス

へへ
のの

需需
要要

減減
にに

対対
すす

るる
影影

響響
要要

因因
  

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

  
 

 
 

②
 

商
品

⽣
産

量
・

サ
ー

ビ
ス

に
与

え
た

変
化

・
影

響
（

回
答

数
10

）：
10

名
中

9名
が

商
品

 
⽣

産
量

・
サ

ー
ビ

ス
が

「
減

少
し

た
」

と
回

答
。

う
ち

、
3名

が
、

商
品

⽣
産

量
が

「
激

減
 

し
た

」
と

回
答

（
茶

[ソ
ン

ラ
省

モ
ク

チ
ョ

ウ
県

]、
ハ

ー
ブ

・
⾹

⾟
料

[ハ
ノ

イ
市

（
直

轄
 

市
）

タ
イ

ン
チ

県
、

薬
⽤

植
物

[ハ
ノ

イ
市

（
直

轄
市

）
ザ

ー
ラ

イ
県

]）
し

て
い

る
。

 
ソ

ン
ラ

省
モ

ク
チ

ョ
ウ

県
の

茶
は

ベ
ト

ナ
ム

国
内

で
も

ブ
ラ

ン
ド

化
さ

れ
て

お
り

、
感

染
 

症
蔓

延
前

の
茶

の
⽣

産
量

が
多

か
っ

た
だ

け
に

[5
]、

前
述

の
と

お
り

国
内

外
の

需
要

の
落

 
ち

込
み

が
⼤

き
く

影
響

し
た

も
の

と
思

わ
れ

る
。

あ
と

の
2件

は
い

ず
れ

も
ハ

ノ
イ

市
内

 
で

の
事

例
で

あ
る

。
お

そ
ら

く
、

市
場

へ
の

距
離

が
近

い
と

い
う

地
の

利
を

⽣
か

し
、

感
 

染
症

蔓
延

前
は

そ
の

⽣
産

量
が

多
か

っ
た

も
の

と
推

測
さ

れ
る

。
そ

の
た

め
、

ソ
ン

ラ
省

 
モ

ク
チ

ョ
ウ

県
同

様
、

需
要

の
落

ち
込

み
（

前
述

）
が

⼤
き

く
影

響
し

た
も

の
と

思
わ

れ
 

る
。

 
「

激
減

し
た

」
事

例
の

も
う

⼀
つ

は
、

ク
ワ

ン
ビ

ン
省

ボ
ー

チ
ャ

ッ
ク

県
の

旅
⾏

業
者

で
 

あ
る

が
、

ツ
ー

リ
ス

ト
の

激
減

に
よ

り
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

回
答

し
て

 
い

る
。

 
「

変
化

な
し

」
と

回
答

し
た

の
は

、
ゲ

ア
ン

省
ビ

ン
市

に
お

け
る

薬
⽤

植
物

の
加

⼯
業

者
 

で
あ

っ
た

。
同

業
者

は
、

森
林

内
に

お
け

る
薬

⽤
植

物
の

⽣
産

量
が

減
少

し
た

と
回

答
し

 
て

お
り

、
加

⼯
商

品
の

⽣
産

量
も

同
様

に
減

少
し

た
こ

と
が

推
定

さ
れ

る
が

、
ア

ン
ケ

ー
 

ト
回

収
後

、別
途

、確
認

し
た

が
商

品
⽣

産
量

は
変

わ
っ

て
い

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。 
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図 図
  11

..33..
77  

商商
品品

⽣⽣
産産

量量
・・

ササ
ーー

ビビ
スス

にに
対対

すす
るる

影影
響響

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

  
 

 
 

 
 

商
品

⽣
産

量
・

サ
ー

ビ
ス

の
減

少
の

要
因

と
し

て
は

、
需

要
⾃

体
の

落
ち

込
み

や
、

ソ
ー

 
 

 
 

 
 

 
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
に

よ
る

⽣
産

効
率

の
低

下
、

外
出

・
移

動
制

限
に

よ
る

労
 

働
⼒

不
⾜

、
原

材
料

の
不

⾜
が

影
響

し
て

い
る

。
販

売
網

減
少

を
挙

げ
て

い
る

者
も

い
る

 
（

⾦
花

茶
[ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

]）
。

個
別

の
聞

き
取

り
に

よ
る

と
、

同
業

者
は

、
⼤

都
 

市
で

⾏
わ

れ
る

⾒
本

市
へ

の
出

店
を

市
場

開
拓

の
機

会
と

し
て

利
⽤

し
て

い
た

が
、

外
 

出
・

移
動

制
限

に
よ

り
そ

の
機

会
を

失
っ

た
と

の
こ

と
で

あ
り

、
こ

の
こ

と
が

商
品

⽣
産

 
量

・
売

り
上

げ
を

減
少

さ
せ

た
理

由
の

⼀
つ

で
あ

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          
図 図

  11
..33..

88  
商商

品品
⽣⽣

産産
量量

・・
ササ

ーー
ビビ

スス
減減

少少
のの

要要
因因

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））  
  

 
 

③
 

価
格

に
与

え
た

変
化

・
影

響（
回

答
数

9）
：

9名
中

3名
が

、製
造

・
販

売
す

る
商

品
の「

価
 

格
が

下
が

っ
た

」
と

回
答

し
て

い
る

が
（

ハ
ー

ブ
・

天
然

蜂
蜜

[デ
ィ

エ
ン

ビ
エ

ン
省

デ
ィ

エ
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報
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書
 

15
 

 

ン
ビ

エ
ン

市
]、

茶
・

ハ
ー

ブ
[ホ

ア
ビ

ン
省

タ
ン

ラ
ッ

ク
県

]、
⾦

花
茶

[ゲ
ア

ン
省

ク
エ

ホ
 

ン
県

]）
。

⼀
⽅

で
、

全
員

が
原

価
の

上
昇

を
報

告
し

て
い

る
。

原
材

料
費

の
上

昇
を

挙
げ

た
 

も
の

が
最

も
多

く
7名

、
次

い
で

、
輸

送
費

、
燃

料
・

ガ
ソ

リ
ン

代
が

4名
で

続
き

、
賃

⾦
 

の
上

昇
を

挙
げ

た
者

が
3名

い
た

。
ガ

ソ
リ

ン
代

に
つ

い
て

は
、

原
油

価
格

の
⾼

騰
も

価
格

 
上

昇
の

⼀
因

と
考

え
ら

れ
る

が
、

輸
送

制
限

（
交

通
規

制
）

に
よ

る
輸

送
費

（
50

%
増

と
の

 
回

答
あ

り
）と

ガ
ソ

リ
ン

代
の

⾼
騰

が
、原

材
料

費
等

の
上

昇
の

主
な

要
因

と
考

え
ら

れ
る

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

図図
  11

..33..
99  

価価
格格

がが
上上

昇昇
しし

たた
費費

⽬⽬
（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1111

⽉⽉
2211

⽇⽇
--22

88⽇⽇
））

  
 

表表
  11

..33..
88  

価価
格格

のの
上上

昇昇
率率

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

        
 

 
 

④
 

規
制

の
影

響
（

回
答

数
10

）：
回

答
結

果
を

規
制

と
社

会
へ

の
影

響
の

観
点

か
ら

整
理

す
 

 
 

 
 

 
 

る
と

図
1.3

.10
の

よ
う

に
な

る
。

各
種

規
制

に
伴

う
⽣

産
効

率
の

低
下

及
び

外
出

・
移

動
 

規
制

に
よ

る
輸

送
費

増
が

、
林

産
品

⽣
産

に
負

の
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

状
況

が
⾒

て
取

 
れ

る
。

こ
れ

ら
の

影
響

は
物

価
上

昇
、

消
費

減
と

い
っ

た
社

会
的

な
影

響
を

も
た

ら
し

、 
さ

ら
に

こ
の

こ
と

が
、

林
産

品
の

需
要

減
に

つ
な

が
り

、
⽣

産
者

及
び

加
⼯

・
販

売
業

者
 

を
苦

し
め

て
い

る
よ

う
で

あ
る

。
 

  

費
⽬

上
昇
率

回
答
数

賃
⾦

12
%

1

ガ
ソ
リ
ン
代

5%
〜
7%

3

輸
送
費

50
%

1

原
材
料
費
（
肥
料
代
）

20
%

1
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                      図図

  11
..33..

1100
  規規

制制
にに

よよ
るる

社社
会会

へへ
のの

影影
響響

  
ハ

ノ
イ

市
（

直
轄

市
）

及
び

そ
の

周
辺

（
ソ

ン
ラ

省
モ

ク
チ

ョ
ウ

県
、

ハ
ノ

イ
か

ら
お

よ
 

そ
20

0k
m

圏
）で

は
、現

在
、ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
は

撤
廃（

あ
る

い
は

、
 

緩
和

）
さ

れ
て

い
る

よ
う

で
あ

り
、

輸
送

⼿
段

の
確

保
が

容
易

に
な

っ
た

と
の

こ
と

で
あ

 
る

が
、

流
通

が
め

ざ
ま

し
く

上
向

き
に

な
っ

た
と

感
じ

て
い

る
者

は
い

な
か

っ
た

。
 

  
 

4)
 

⽣
活

へ
の

影
響

 
 

 
 

 
①

 
⽣

計
（

収
⼊

）
に

つ
い

て
（

回
答

者
数

10
）：

10
名

中
全

員
が

感
染

症
蔓

延
前

に
⽐

べ
収

 
⼊

が
減

少
し

た
と

回
答

。
激

減
し

た
と

回
答

者
が

70
%

に
も

の
ぼ

っ
た

。
激

減
し

た
と

回
 

答
し

た
も

の
う

ち
、

3名
が

、
50

%
以

上
収

⼊
が

減
少

し
た

回
答

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
  

  
  

  
図図

  11
..33..

1111
  収収

⼊⼊
のの

変変
化化

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1111
⽉⽉

2211
⽇⽇

--22
88⽇⽇

））
  

②
 

消
費

⾏
動

の
変

化（
回

答
者

数
10

）：
10

名
中

全
員

が
、消

費
⾏

動
が

減
退

し
た

と
回

答
。

 
買

い
控

え
や

、
⽣

活
必

需
品

の
み

の
消

費
に

変
化

し
た

と
す

る
も

の
が

3名
い

た
。

外
出
・
移
動
規
制

営
業
停
⽌
・
規
制

影
 
響

規
 
制

輸
送
費
増

物
価
上
昇

失
業
率
上
昇

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
規
制

隔
離
、
感
染
検
査

消
費
減

⽣
産
効
率
低
下

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
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                                      アア
ンン

ケケ
ーー

トト
集集

計計
結結

果果
（（

１１
））

[[ベベ
トト

ナナ
ムム

]]  

通
し

番
号

No
.1

No
.2

No
.3

No
.4

No
.5

回
答

⽇
20

21
年

11
⽉

24
⽇

20
21

年
11

⽉
25

⽇
20

21
年

11
⽉

26
⽇

20
21

年
11

⽉
26

⽇
20

21
年

11
⽉

25
⽇

⽒
名

ブ
ー

・
テ

ィ
・

ニ
ュ

ン
ロ

ー
・

バ
ン

・
ゴ

ッ
プ

グ
エ

ン
・

テ
ィ

・
タ

イ
ン

・
ナ

ー
チ

ャ
ン

・
ロ

ッ
プ

チ
ャ

ン
・

バ
ン

・
ヒ

ユ
年

齢
44

歳
44

歳
35

歳
35

歳
35

歳
性

別
⼥

男
⼥

男
男

北
部

ベ
ト

ナ
ム

北
部

ベ
ト

ナ
ム

北
部

ベ
ト

ナ
ム

北
部

ベ
ト

ナ
ム

北
部

ベ
ト

ナ
ム

デ
ィ

エ
ン

ビ
エ

ン
省

デ
ィ

エ
ン

ビ
エ

ン
市

ソ
ン

ラ
省

モ
ク

チ
ョ

ウ
県

ホ
ア

ビ
ン

省
タ

ン
ラ

ッ
ク

県
ハ

ノ
イ

市
（

直
轄

市
）

タ
イ

ン
チ

県
ゴ

ッ
プ

ホ
イ

通
り

ハ
ノ

イ
市

（
直

轄
市

）
ザ

ー
ラ

ム
県

職
業

・
職

種
販

売
加

⼯
加

⼯
販

売
販

売

職
場

デ
ィ

エ
ン

ビ
エ

ン
省

デ
ィ

エ
ン

ビ
エ

ン
市

ソ
ン

ラ
省

モ
ク

チ
ョ

ウ
県

ホ
ア

ビ
ン

省
タ

ン
ラ

ッ
ク

県
ハ

ノ
イ

市
タ

イ
ン

チ
県

ゴ
ッ

プ
・

ホ
イ

通
り

ハ
・

ノ
イ

市
ザ

ー
ラ

ム
県

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
ハ

ー
ブ

・
天

然
蜂

蜜
茶

茶
・

ハ
ー

ブ
ハ

ー
ブ

・
⾹

⾟
料

薬
⽤

植
物

（
薬

⽤
ハ

ー
ブ

）
所

属
及

び
役

職
ー

社
⻑

（
Di

ec
to

r）
ー

ー
ー

１
 
感
染
状
況
等

1-
1 

 感
染

状
況

無
無

無
1⼈

感
染

（
周

辺
で

）
無

1-
2 

 ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
本

⼈
）

2回
接

種
2回

接
種

2回
接

種
2回

接
種

2回
接

種

 
 

ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
周

辺
）

家
族

、
2回

接
種

1回
な

い
し

2回
接

種
。

家
族

は
1回

接
種

。
18

歳
以

上
の

家
族

2回
接

種
。

2回
接

種
家

族
、

2回
接

種
。

友
⼈

、
1回

⼜
は

2回
接

種
。

1-
3 

 マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

常
に

（
原

⽂
し

ば
し

ば
）

着
⽤

。
常

に
着

⽤
（

家
に

居
る

時
を

除
く

）
。

常
に

（
原

⽂
で

は
し

ば
し

ば
）

着
⽤

（
法

律
を

遵
守

）
。

外
出

時
は

常
に

着
⽤

。
常

に
着

⽤
（

家
に

居
る

時
を

除
く

）
。

1-
4 

 ⽣
活

へ
の

影
響

購
買

活
動

に
影

響
あ

り
：

外
出

（
旅

⾏
）

規
制

。
影

響
あ

り
：

外
出

（
旅

⾏
）

規
制

、
⽀

出
増

加
、

感
染

検
査

、
隔

離
。

商
取

引
や

外
出

が
困

難
。

影
響

あ
り

：
外

出
（

旅
⾏

）
規

制
、

消
費

（
需

要
）

減
、

商
取

引
減

。
影

響
あ

り
：

外
出

（
旅

⾏
）

規
制

、
物

価
上

昇
、

感
染

検
査

及
び

隔
離

政
策

。

2 
森
林
施
業
・
林
内
で
の
⽣
産
活
動
へ
の
与
え
た
変

化
・
影
響

2-
1 

 施
業

・
林

内
活

動
ー

ー
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
、

需
要

の
落

ち
込

み
に

よ
り

森
林

で
の

作
業

⼤
幅

減
。

ー
ー

2-
2 

 ⽣
産

量
ー

ー
30

,0
00

 k
g/

年
か

ら
5,

00
0k

g/
年

へ
と

減
少

。
ー

ー

2-
3 

 森
林

へ
の

依
存

度
ー

ー
森

林
従

事
者

減
少

。
ー

ー

2-
4 

 違
法

伐
採

ー
ー

需
要

の
減

少
に

よ
り

違
法

伐
採

も
減

少
。

ー
ー

3 
林
物
加
⼯
・
販
売
等
に
与
え
た
変
化
・
影
響

3-
1 

 商
品

・
サ

ー
ビ

ス
需

要
需

要
激

減
：

消
費

控
え

の
た

め
。

需
要

激
減

：
卸

売
り

業
者

の
輸

出
量

が
減

り
（

中
国

、
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
シ

ュ
向

け
）

買
い

取
り

量
が

減
っ

た
。

需
要

減
少

（
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
、

輸
出

・
商

取
引

が
困

難
）

。
⼤

き
く

減
少

：
卸

し
業

者
と

の
取

引
な

し
、

⼩
売

店
と

の
⼩

規
模

取
引

の
み

。

需
要

減
少

：
ク

リ
ニ

ッ
ク

閉
鎖

（
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
の

た
め

）
に

よ
る

通
院

者
の

減
少

と
薬

⽤
ハ

ー
ブ

の
需

要
減

。
海

外
で

の
需

要
も

減
（

輸
出

量
減

）
。

3-
2 

 商
品

・
サ

ー
ビ

ス
⽣

産
量

⽣
産

量
減

少
（

外
出

規
制

と
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
の

た
め

）
⽣

産
量

も
著

し
く

減
少

（
需

要
減

）
。

⽣
産

量
減

少
（

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

、
⽣

産
現

場
で

の
距

離
の

確
保

）
⽣

産
量

減
少

（
需

要
の

⼤
幅

な
落

ち
込

み
）

⽣
産

量
激

減
（

需
要

減
の

た
め

）

3-
3 

 サ
プ

ラ
イ

・
チ

ェ
ー

ン
輸

送
困

難
。

輸
送

が
困

難
。

原
材

料
の

枯
渇

、
価

格
上

昇
。

光
熱

費
増

加
。

移
動

困
難

。
原

材
料

費
上

昇
。

供
給

量
の

減
少

：
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
と

輸
送

制
限

に
よ

り
。

輸
送

困
難

、
従

業
員

不
⾜

、
原

材
料

（
取

り
扱

い
商

品
）

減
。

3-
4 

 価
格

⼊
荷

価
格

上
昇

、
出

荷
価

格
下

降
。

原
材

料
費

、
労

働
者

賃
⾦

、
輸

送
費

上
昇

。
価

格
下

降
（

し
か

し
、

原
材

料
費

は
上

昇
）

。
⼊

荷
商

品
の

価
格

上
昇

：
輸

送
費

の
上

昇
と

供
給

量
の

減
少

に
よ

り
。

原
材

料
、

労
働

者
賃

⾦
、

輸
送

コ
ス

ト
上

昇
。

3-
5 

 規
制

の
影

響
消

費
へ

の
影

響
（

外
出

規
制

、
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
の

た
め

）

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

の
撤

廃
に

よ
り

、
出

荷
し

や
す

く
な

る
。

し
か

し
、

輸
送

コ
ス

ト
の

上
昇

に
よ

り
、

商
品

価
格

も
上

昇
。

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

に
よ

り
、

⼈
混

み
の

な
か

で
の

移
動

が
困

難
に

な
る

と
と

も
に

、
⽣

産
活

動
（

⽣
産

効
率

）
が

減
少

し
た

。

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

の
撤

廃
に

よ
り

、
交

通
⼿

段
は

確
保

さ
れ

る
。

し
か

し
、

感
染

検
査

や
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
政

策
は

流
通

を
鈍

化
さ

せ
、

価
格

の
上

昇
を

招
い

た
。

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

の
緩

和
（

原
⽂

：
撤

廃
と

は
⾔

っ
て

い
な

い
）

に
よ

り
交

通
⼿

段
は

確
保

さ
れ

る
。

し
か

し
、

感
染

検
査

、
隔

離
・

外
出

（
旅

⾏
）

制
限

政
策

に
よ

り
⽣

産
コ

ス
ト

上
昇

。
4 

⽣
活
へ
の
影
響

4-
1 

 ⽣
計

収
⼊

減
少

（
販

売
活

動
で

き
ず

）
極

端
な

収
⼊

の
減

少
。

収
⼊

が
50

%
以

上
減

少
。

収
⼊

の
⼤

幅
減

。
収

⼊
の

⼤
幅

減
。

4-
2 

 消
費

⾏
動

へ
の

影
響

消
費

⾏
動

減
。

買
い

控
え

、
⽣

活
必

需
品

の
み

購
⼊

。
消

費
⾏

動
減

（
買

い
控

え
）

消
費

⾏
動

を
抑

制
せ

ざ
る

を
得

な
い

。
買

い
控

え
、

⽣
活

必
需

品
の

み
購

⼊
。

住
所

・
居

所

148



20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
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          アア
ンン

ケケ
ーー

トト
集集

計計
結結

果果
（（

２２
））

[[ベベ
トト

ナナ
ムム

]]  
通

し
番

号
No

.6
No

.7
No

.8
No

.9
No

.1
0

回
答

⽇
20

21
年

11
⽉

23
⽇

20
21

年
11

⽉
21

⽇
20

21
年

11
⽉

28
⽇

20
21

年
11

⽉
23

⽇
20

21
年

11
⽉

27
⽇

⽒
名

フ
ン

・
バ

ン
・

ハ
オ

ロ
ー

・
フ

ン
・

ク
ン

ビ
ー

・
バ

ン
・

キ
エ

ン
ブ

イ
・

タ
イ

ン
・

ハ
ン

ゴ
ー

・
テ

ィ
エ

ン
・

フ
ン

年
齢

45
歳

40
歳

32
歳

30
歳

45
歳

性
別

男
男

男
⼥

男
中

部
ベ

ト
ナ

ム
中

部
ベ

ト
ナ

ム
中

部
ベ

ト
ナ

ム
中

部
ベ

ト
ナ

ム
南

部
ベ

ト
ナ

ム
ゲ

ア
ン

省
フ

ン
グ

エ
ン

県
フ

ン
ロ

イ
 コ

ミ
ュ

ー
ン

、
集

落
6

ゲ
ア

ン
省

ク
エ

ホ
ン

県
キ

ム
ソ

ン
 コ

ミ
ュ

ー
ン

、
ナ

ム
ソ

ン
ゲ

ア
ン

省
キ

ー
ソ

ン
県

ム
オ

ン
セ

ン
町

第
３

ブ
ロ

ッ
ク

ク
ワ

ン
ビ

ン
省

ボ
ー

チ
ャ

ッ
ク

県
フ

ォ
ン

ニ
ャ

ー
ザ

ー
ラ

イ
省

チ
ュ

ー
セ

ー
県

職
業

・
職

種
加

⼯
加

⼯
・

販
売

販
売

ツ
ア

ー
ガ

イ
ド

⽣
産

職
場

ゲ
ア

ン
省

ビ
ン

市
レ

マ
オ

通
り

No
.2

A
ゲ

ア
ン

省
ク

エ
ホ

ン
県

キ
ム

ソ
ン

 コ
ミ

ュ
ー

ン
、

ナ
ム

ソ
ン

ゲ
ア

ン
省

キ
ー

ソ
ン

県
ム

オ
ン

・
セ

ン
町

第
３

ブ
ロ

ッ
ク

ク
ワ

ン
ビ

ン
省

ボ
ー

チ
ャ

ッ
ク

県
フ

ォ
ン

・
ニ

ャ
ー

ザ
ラ

イ
省

チ
ュ

ー
セ

ー
県

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
薬

⽤
植

物
⾦

花
茶

（
健

康
茶

）
医

薬
品

（
薬

⽤
植

物
）

旅
⾏

業
⽊

材
所

属
及

び
役

職
社

⻑
(D

ire
ct

or
)

社
⻑

（
Di

ec
to

r）
（

⼩
規

模
な

取
引

）
ー

従
業

員
１
 
感
染
状
況
等

1-
1 

 感
染

状
況

無
3⼈

感
染

（
周

辺
で

）
無

無
無

1-
2 

 ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
本

⼈
）

2回
接

種
接

種
し

て
い

な
い

。
個

⼈
的

な
理

由
１

回
接

種
１

回
接

種
2回

接
種

 
 

ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
周

辺
）

家
族

、
同

僚
1回

接
種

。
2回

接
種

（
親

戚
及

び
近

隣
）

家
族

、
友

⼈
、

同
僚

、
1回

接
種

。
１

回
接

種
（

18
歳

以
下

の
者

を
除

く
）

家
族

、
同

僚
の

60
%

が
2回

接
種

。

1-
3 

 マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

本
⼈

：
常

に
（

原
⽂

で
は

し
ば

し
ば

）
着

⽤
。

周
囲

：
外

出
時

、
⼈

ご
み

で
着

⽤
。

常
に

着
⽤

（
飲

⾷
時

と
睡

眠
時

を
除

く
）

。
周

囲
の

者
も

含
め

常
に

着
⽤

。
外

出
時

、
公

衆
の

場
で

は
常

に
着

⽤
。

外
出

時
に

は
着

⽤
（

原
⽂

で
は

し
ば

し
ば

着
⽤

）
。

1-
4 

 ⽣
活

へ
の

影
響

⽣
活

が
⼤

き
く

変
わ

る
：

商
取

引
不

可
。

商
⽤

の
た

め
の

移
動

不
可

。
事

業
・

⽣
産

活
動

が
で

き
な

い
。

従
業

員
は

職
を

失
う

。
影

響
あ

り
：

外
出

（
旅

⾏
）

規
制

、
商

取
引

不
可

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
。

働
く

こ
と

が
で

き
ず

、
収

⼊
な

し
。

ツ
ア

ー
が

な
く

な
っ

た
。

影
響

あ
り

：
商

品
取

引
不

可
、

移
動

制
限

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
。

2 
森
林
施
業
・
林
内
で
の
⽣
産
活
動
へ
の
与
え
た
変

化
・
影
響

2-
1 

 施
業

・
林

内
活

動
輸

送
制

限
、

作
業

員
間

隔
の

確
保

（
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
）

に
よ

り
収

穫
頻

度
が

減
少

。

収
穫

活
動

が
減

少
。

作
業

員
の

隔
離

（
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
）

、
移

動
制

限
の

た
め

。
収

穫
量

減
少

。

減
少

：
需

要
減

と
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
の

た
め

。
ー

輸
送

制
限

、
作

業
員

間
隔

の
確

保
（

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

制
限

）
に

よ
り

、
伐

採
回

数
も

減
少

。
2-

2 
 ⽣

産
量

ー
減

少
。

55
,0

00
 k

g/
年

か
ら

6,
00

0k
g/

年
へ

と
減

少
。

ー
⽊

材
⽣

産
量

（
伐

採
量

）
は

、
コ

ロ
ナ

前
の

約
70

%
。

2-
3 

 森
林

へ
の

依
存

度
ー

作
業

員
、

訪
問

者
が

極
端

に
減

少
。

隔
離

政
策

、
外

出
（

旅
⾏

）
制

限
の

た
め

。
森

林
訪

問
者

（
ツ

ー
リ

ス
ト

）
は

⼤
幅

に
減

。
ー

（
森

林
へ

の
）

訪
問

者
（

ツ
ー

リ
ス

ト
）

90
%

減
。

2-
4 

 違
法

伐
採

ー
減

少
。

需
要

減
少

の
た

め
情

報
を

持
ち

合
わ

せ
て

い
な

い
。

ー
違

法
伐

採
は

コ
ロ

ナ
後

も
あ

る
が

、
変

化
の

度
合

い
は

わ
か

ら
な

い
。

3 
林
物
加
⼯
・
販
売
等
に
与
え
た
変
化
・
影
響

3-
1 

 商
品

・
サ

ー
ビ

ス
需

要
変

化
な

し
。

減
少

。
⽣

活
必

需
品

の
み

の
消

費
⾏

動
と

な
る

。
需

要
減

少
：

消
費

減
退

と
移

動
規

制
の

た
め

。
旅

⾏
需

要
な

し
変

化
な

し
。

3-
2 

 商
品

・
サ

ー
ビ

ス
⽣

産
量

変
化

な
し

。
（

2-
1で

は
収

穫
頻

度
が

減
少

し
た

と
な

っ
て

い
る

が
、

商
品

⽣
産

量
に

は
変

化
を

き
た

し
て

い
な

い
と

の
こ

と
。

12
/8

に
再

度
、

確
認

し
た

。
）

⽣
産

量
減

少
（

販
売

網
断

絶
）

。
原

材
料

の
⼊

荷
量

減
少

。
従

業
員

減
少

（
出

社
制

限
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

制
限

）
。

⽣
産

量
急

落
旅

⾏
者

が
極

端
に

減
少

移
動

制
限

、
⽣

産
現

場
で

の
距

離
の

確
保

に
よ

り
⽣

産
量

減
少

。

3-
3 

 サ
プ

ラ
イ

・
チ

ェ
ー

ン
影

響
⼤

：
燃

料
費

上
昇

、
輸

送
制

限
に

よ
り

。
滞

る
（

調
達

に
苦

戦
す

る
）

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

が
滞

る
：

燃
料

費
の

上
昇

と
交

通
網

遮
断

が
原

因
。

ー
燃

料
費

上
昇

、
交

通
網

遮
断

。

3-
4 

 価
格

肥
料

が
20

%
上

昇
、

ガ
ソ

リ
ン

5%
上

昇
。

商
品

価
格

下
降

。
原

材
料

費
・

燃
料

費
・

そ
の

他
上

昇
。

輸
送

費
50

%
増

、
ガ

ソ
リ

ン
5%

増
。

ー
労

働
者

賃
⾦

が
通

常
の

12
%

増
、

ガ
ソ

リ
ン

価
格

7%
増

。

3-
5 

 規
制

の
影

響
⽣

産
効

率
の

減
少

：
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
の

た
め

（
⽣

産
活

動
時

に
⼀

定
距

離
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
）

。

⽣
産

活
動

に
影

響
：

商
業

活
動

停
⽌

命
令

、
従

業
員

の
⼀

部
解

雇
、

販
売

活
動

へ
の

影
響

消
費

の
低

下
、

在
庫

増
。

輸
送

が
困

難
：

移
動

規
制

の
た

め
。

旅
⾏

需
要

減
退

：
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
規

制
、

感
染

検
査

の
た

め
。

⽣
産

効
率

の
減

少
：

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

（
⽣

産
活

動
時

に
⼀

定
距

離
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
た

め
）

。

4 
⽣
活
へ
の
影
響

4-
1 

 ⽣
計

収
⼊

が
50

%
減

少
。

影
響

あ
り

：
収

⼊
の

減
少

（
販

売
は

減
少

し
た

が
、

従
業

員
へ

は
給

与
を

⽀
払

ね
ば

な
ら

な
い

）
収

⼊
が

50
%

以
上

減
少

。
職

を
失

っ
た

。
収

⼊
が

コ
ロ

ナ
前

の
75

%
に

。

4-
2 

 消
費

⾏
動

へ
の

影
響

社
会

的
に

出
費

が
抑

え
ら

れ
、

買
い

控
え

が
⾒

ら
れ

る
。

消
費

⾏
動

減
。

買
い

控
え

。
消

費
⾏

動
が

極
端

に
減

。
⽣

活
⽇

需
品

以
外

の
物

品
の

買
い

控
え

住
所

・
居

所
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 ２
．

 バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
 

2.1
 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

状
況

の
推

移
 

バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
で

は
、

現
時

点
で

15
9万

⼈
（

20
22

年
1⽉

3⽇
時

点
）

の
感

染
者

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。
死

亡
者

数
は

、
28

,08
1⼈

（
20

22
年

1⽉
3⽇

時
点

）
で

あ
る

。
同

国
の

⼈
⼝

は
約

1億
6千

万
⼈

で
あ

り
、

累
計

の
感

染
者

数
割

合
は

、
我

が
国

よ
り

や
や

少
な

い
が

（
⽇

本
の

累
計

感
染

者
数

：
17

3万
⼈

、
死

亡
者

数
：

18
,39

2⼈
[2

02
2年

1⽉
3⽇

時
点

]）
、

そ
れ

ほ
ど

⼤
き

な
差

異
は

な
い

。
感

染
拡

⼤
期

は
、

⽇
本

同
様

、
20

20
年

に
2回

な
い

し
3回

の
感

染
ピ

ー
ク

が
、

20
21

年
に

2回
の

感
染

ピ
ー

ク
が

認
め

ら
れ

る
。我

が
国

と
の

違
い

は
、初

期
の

感
染

拡
⼤

期（
20

20
年

）
に

お
い

て
、

感
染

ピ
ー

ク
が

不
明

瞭
で

感
染

拡
⼤

が
常

態
化

し
て

い
た

点
で

あ
る

。
し

か
し

、
20

21
年

に
⼊

っ
て

か
ら

は
、

拡
⼤

の
ピ

ー
ク

時
期

、
⼈

数
と

も
我

が
国

と
類

似
す

る
（

ピ
ー

ク
時

感
染

者
数

[7
⽇

間
平

均
値

]、
第

4
波

：
6,4

10
⼈

、
第

5
波

：
23

,19
2⼈

）。
我

が
国

の
20

21
年

の
感

染
ピ

ー
ク

は
、

第
4波

で
6,3

23
⼈

、
第

5波
で

22
,91

0⼈
で

あ
っ

た
。

20
22

年
1⽉

3⽇
時

点
に

お
い

て
、

オ
ミ

ク
ロ

ン
株

に
よ

る
感

染
拡

⼤
は

確
認

さ
れ

て
い

な
い

よ
う

で
あ

る
。

 
            

出
典

：
JH

U 
CS

SE
 C

O
VI

D
19

 da
ta

 [6
] 

図図
  22

..11..
11  

新新
型型

ココ
ロロ

ナナ
ウウ

イイ
ルル

スス
感感

染染
者者

のの
推推

移移
（（

ババ
ンン

ググ
ララ

デデ
ィィ

ッッ
シシ

ュュ
））

  
 2.2

 
社

会
的

な
対

応
 

2.2
.1 

ワ
ク

チ
ン

の
接

種
状

況
 

バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
の

ワ
ク

チ
ン

2回
接

種
率

は
27

.2%
、

1回
接

種
率

は
53

.2%
で

あ
る

（
20

21
年

12
⽉

17
⽇

時
点

）。
 

バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
に

お
い

て
接

種
さ

れ
て

い
る

ワ
ク

チ
ン

は
、以

下
の

7種
類

で
あ

る
[7

]。
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2200
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年年
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・
モ

デ
ル

ナ
（

⽶
）

 
・

フ
ァ

イ
ザ

ー
（

⽶
）

 
・

ガ
マ

レ
ヤ

（
Ga

m
ale

ya
）（

露
）

 
・

ジ
ョ

ン
ソ

ン
＆

ジ
ョ

ン
ソ

ン
（

⽶
）

 
・

セ
ラ

ム
 

イ
ン

ス
テ

ィ
テ

ュ
ー

ト
 

オ
ブ

 
イ

ン
ド

（
印

）
 

・
シ

ノ
フ

ァ
ー

ム
（

中
）

 
・

シ
ノ

バ
ッ

ク
（

中
）

 
           

出
典

：
O

ur
 W

or
ld 

in
 D

at
a [

8]
 

図 図
  22

..22..
11  

新新
型型

ココ
ロロ

ナナ
ウウ

イイ
ルル

スス
にに

対対
すす

るる
ワワ

クク
チチ

ンン
接接

種種
のの

状状
況況

（（
ババ

ンン
ググ

ララ
デデ

ィィ
ッッ

シシ
ュュ

））
  

 2.2
.2 

感
染

拡
⼤

防
⽌

措
置

 
 

 
 

 
感

染
の

ピ
ー

ク
時

に
は

、
厳

し
い

ロ
ッ

ク
・

ダ
ウ

ン
措

置
が

講
じ

ら
れ

た
。

具
体

的
な

規
制

の
内

 
容

は
以

下
の

と
お

り
。

 
 

・
学

校
の

閉
鎖

、
市

場
の

営
業

時
間

制
限

、
集

会
の

禁
⽌

、
県

を
ま

た
ぐ

交
通

網
の

遮
断

、
県

内
 

の
交

通
規

制
（

乗
⾞

⼈
数

を
半

減
）、

都
市

に
お

け
る

パ
ト

ロ
ー

ル
、

観
光

施
設

の
閉

鎖
 

（
情

報
提

供
：

M
d 

ハ
ル

ン
 O

r 
ラ

ッ
シ

ド
博

⼠
）

 
 

2.2
.3 

経
済

成
⻑

（
GD

P
と

CP
I）

 
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

の
20

20
―

20
21

年
の

GD
P

成
⻑

率
は

、5
.47

％
で

あ
っ

た
。前

年
の

成
⻑

率
は

、
3.5

1％
で

あ
り

、
感

染
症

蔓
延

下
に

あ
り

な
が

ら
も

着
実

に
経

済
成

⻑
を

遂
げ

た
か

た
ち

と
な

っ
た

。
業

種
別

GD
P

は
、

サ
ー

ビ
ス

業
（

5.6
3%

）、
鉱

⼯
業

・
建

設
業

（
6.1

%
）、

農
林

⽔
産

業
（

3.5
%

）
で

あ
っ

た
（

出
典

：
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

統
計

局
[9

]）
。

 
CP

I（
消

費
者

物
価

指
数

）
に

つ
い

て
は

、
最

新
の

デ
ー

タ
20

21
年

10
⽉

の
上

昇
率

が
5.7

%
で

あ
っ

た
。

19
94

年
7⽉

か
ら

20
21

年
10

⽉
の

平
均

上
昇

率
6.1

%
と

⽐
べ

、
感

染
症

拡
⼤

の
影

響
は

受
け

て
い

な
い

こ
と

が
わ

か
る

[1
0]

。
 

 

（（
2200

2211
））
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収
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 2.3
情

報
収

集
調

査
 

2.3
.1

調
査

⽅
法

 
1)

 
英

⽂
に

て
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

票
（

付
表

１
）

を
作

成
し

、
⾯

談
（

ベ
ン

ガ
ル

語
）

に
よ

り
回

答
を

収
集

し
た

（
写

真
 

付
表

３
参

照
）。

 
 

2)
 

調
査

協
⼒

者
：

D
r. 

M
d.

 H
ar

un
 O

r R
as

hi
d（

M
d.

 ハ
ル

ン
O

r 
ラ

シ
ッ

ド
博

⼠
）

 
 

3)
 

調
査

⽇
：

20
21

年
12

⽉
22

⽇
 

 
4)

 
調

査
対

象
者

：
 

①
 

森
林

施
業

等
、

森
林

内
で

の
⽣

産
活

動
に

与
え

た
変

化
・

影
響

：
10

件
 

合
計

：
10

件
（

回
答

者
数

：
10

名
）

 
                       

図図
  22

..33..
11  

調調
査査

対対
象象

地地
  

 マ
ン

ド
ウ

ハ
プ

ー
ル

ま
 

調
査

地
：

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
 

首
都

：
ダ

ッ
カ
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5)
 

調
査

対
象

者
属

性
 

①
 

性
別

 
男

：
⼥

 =
 10

 : 0
 

調
査

対
象

と
し

て
10

家
族

を
抽

出
し

た
。

回
答

者
は

す
べ

て
家

⻑
（

男
性

）
で

あ
っ

た
。 

 
②

 
年

齢
分

布
：

20
代

1名
、

30
代

1名
、

40
代

３
名

、
50

代
2名

、
60

代
3名

計
10

名
 

 
表表

  22
..33..

11  
調調

査査
対対

象象
者者

のの
年年

齢齢
分分

布布
  

   
②

 
情

報
を

収
集

し
た

場
所

：
 

1県
、

1市
、

4村
 

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

（
図

 2
.3.

1参
照

）
 

県
の

中
⼼

部
か

ら
51

km
北

⻄
、

⾸
都

ダ
ッ

カ
か

ら
13

7k
m

北
⻄

に
位

置
す

る
。

 
・

マ
コ

ン
テ

ィ
ナ

ガ
ー

ル
村

（
3名

）
 

・
ベ

レ
ベ

イ
ド

村
（

1名
）

 
・

ベ
レ

マ
イ

村
（

3名
）

 
・

カ
ッ

ク
ラ

イ
ド

村
（

3名
）

 
 

 

③
 

職
種

・
職

業
：

⽣
産

者
10

名（
う

ち
、１

名
は

加
⼯

に
も

従
事

、８
名

が
農

業
に

も
従

事
、

1名
が

NG
O

職
員

を
兼

務
）

 
計

10
名

 
（

全
員

が
い

わ
ゆ

る
「

農
⺠

」
で

あ
る

）
 

 
⑤

 
 

役
職

：
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

責
任

者
3名

、
役

職
な

し
7名

 
 ⑥

 
 

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
：

ア
カ

シ
ア（

⽊
材

）が
主

な
林

産
品

。林
床

に
て

、⽣
姜

、
 

ウ
コ

ン
を

栽
培

し
て

い
る

者
が

多
い

。
 

表表
  22

..33..
22  

調調
査査

対対
象象

者者
がが

取取
りり

扱扱
うう

商商
品品

 

     

 

ア
カ
シ
ア
（
⽊
材
）

グ
ア
バ

マ
ン
ゴ

ラ
イ
チ

コ
ー
ヒ
ー

⽣
姜

ウ
コ
ン

回
答
数

9
2

2
1

1
8

8

商
品

樹
⽊
（
林
産
品
）

林
床

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

バ
ナ
ナ

野
菜

パ
パ
イ
ヤ

⽶
タ
ロ

サ
ト
イ
モ

10
9

9
2

2
2

1

畑
・
⽔
⽥

年
齢

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

⼈
数

1
1

3
2

3

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

23
 

   
  

  
  

 

2.3
.2 

質
問

内
容

と
回

答
 

1)
 

感
染

状
況

等
 

 
 

①
 

周
り

に
感

染
し

た
者

が
い

る
か

（
回

答
数

10
）：

10
名

中
5名

が
「

い
る

」
と

回
答

。
1名

「
い

る
」

と
回

答
し

た
者

は
4名

い
た

が
、

い
ず

れ
も

死
亡

し
て

い
た

。
2名

「
い

る
」

と
回

答
し

た
者

は
、そ

の
う

ち
1名

が
死

亡
し

た
と

回
答

し
て

い
る

。コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
に

差
は

な
く

、
ベ

レ
ベ

イ
ド

村
を

除
い

て
、

す
べ

て
の

村
か

ら
死

亡
者

が
報

告
さ

れ
て

い
る

。
 

 

表表
22..33

..33  
新新

型型
ココ

ロロ
ナナ

感感
染染

状状
況況

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1122
⽉⽉

2222
⽇⽇

））
  

   

②
 

ワ
ク

チ
ン

は
接

種
し

た
か

（
回

答
数

10
）：

半
数

の
5名

が
2回

接
種

と
回

答
。

1回
接

種
 

は
2名

で
あ

っ
た

。「
未

接
種

」（
と

思
わ

れ
る

者
を

含
む

）
と

回
答

し
た

者
が

3名
い

た
 

が
、

う
ち

、
2名

は
予

約
済

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

も
う

１
名

は
、

本
⼈

は
接

種
し

 
て

い
な

い
が

、
家

族
は

2回
接

種
済

と
回

答
。

同
国

に
お

け
る

ワ
ク

チ
ン

接
種

率
は

、
1回

 
接

種
で

53
.2%

、
2回

接
種

で
27

.2%
（

20
21

年
12

⽉
17

⽇
時

点
）。

 
 

表表
  22

..33..
44  

ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

状状
況況

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1122
⽉⽉

2222
⽇⽇

））
  

    

③
 

マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

に
つ

い
て

（
回

答
数

10
）：

半
数

が
「

常
時

着
⽤

」、
半

数
が

「
と

き
ど

き
」

と
回

答
。

 
  表表

  22
..33..

55  
ママ

スス
クク

のの
着着

⽤⽤
状状

況況
（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1122

⽉⽉
2222

⽇⽇
））

  
   

④
 

各
種

規
制

に
よ

っ
て

⽣
活

に
影

響
は

あ
っ

た
か

（
回

答
数

10
）：

1名
を

除
い

て
影

響
あ

り
 

と
回

答
し

、
主

な
影

響
は

収
⼊

の
減

少
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
⾷

料
難

（
⾷

料
を

得
に

く
く

な
 

っ
た

）と
回

答
し

た
も

の
が

８
名

い
た

。失
業

と
回

答
し

た
者

が
2名

い
る

が
、こ

れ
は

、
 

本
⼈

の
こ

と
で

は
な

く
、

森
林

従
事

者
を

解
雇

し
た

も
の

で
あ

る
。

収
⼊

減
と

回
答

し
た

9 
名

の
う

ち
、

６
名

が
販

売
価

格
の

低
下

を
原

因
に

挙
げ

て
い

る
。

 

感
染
者
数

無
1

2
3以

上
回
答
数

5
4(
4)

1(
1)

0
（
 
 
）
内
の
数
は
死
亡
者
数

接
種
回
数

無
1

2
回
答
数

3
2

5
無
と
回
答
し
た
⽅
3名

中
2名

は
接
種
予
約
済
と
回
答
。

マ
ス
ク
着
⽤

し
な
い

と
き
ど
き

常
時

回
答
数

0
5

5
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図図
  22

..33..
22  

⽣⽣
活活

へへ
のの

影影
響響

（（
回回

答答
⽇⽇

：：
2200

2211
年年

1122
⽉⽉

2222
⽇⽇

））
  

 

2)
 

森
林

施
業

等
、

森
林

内
で

の
⽣

産
活

動
に

与
え

た
変

化
・

影
響

 
 

 
 

 
 ①

 
施

業
・

林
内

活
動

に
変

化
・

影
響

は
あ

っ
た

か
（

回
答

数
10

）：
10

名
中

6名
が

、「
活

 
 

 
 

 
 

 
動

減
」

と
回

答
し

た
。「

変
化

な
し

」
は

2名
、「

活
動

増
」

も
2名

い
た

。「
活

動
減

」
の

 
理

由
と

し
て

は
、

⽣
産

性
の

低
下

を
挙

げ
た

者
が

3名
、

⽣
産

が
制

限
さ

れ
た

こ
と

を
理

 
由

に
挙

げ
た

者
が

1名
、

買
い

取
り

業
者

の
移

動
が

制
限

さ
れ

た
こ

と
を

理
由

に
挙

げ
た

 
者

が
1名

い
た

（
1名

は
理

由
を

記
載

せ
ず

）。
「

変
化

な
し

」、
「

活
動

増
」

と
回

答
し

た
 

者
が

4名
い

た
が

、
う

ち
、

3名
は

販
売

価
格

が
低

下
し

た
と

述
べ

て
お

り
、

活
動

そ
の

 
も

の
は

影
響

を
受

け
て

い
な

い
が

、
収

⼊
⾃

体
は

減
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
 

           

図図
  22

..33..
33  

林林
内内

活活
動動

へへ
のの

影影
響響

のの
有有

無無
（（

回回
答答

⽇⽇
：：

2200
2211

年年
1122

⽉⽉
2222

⽇⽇
））
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22
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染
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変
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響
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か
か
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報
収
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（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
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④
 

森
林

内
⽣

産
量

に
変

化
・

影
響

は
あ

っ
た

か
（

回
答

数
10

）：
10

名
中

9名
が

「
⽣

産
性

・
⽣

産
減

」
と

回
答

し
た

。
そ

の
理

由
と

し
て

、
買

い
取

り
業

者
の

減
少

に
伴

い
販

売
が

困
難

に
な

っ
た

こ
と

を
理

由
に

挙
げ

る
も

の
が

4名
い

た
。ま

た
、販

売
価

格
の

低
下

を
挙

げ
る

者
が

2名
い

た（
同

⼀
⼈

物
に

よ
る

複
数

回
答

あ
り

）。「
⽣

産
に

変
化

な
し

」と
回

答
し

た
1名

も
、

買
い

取
り

業
者

の
減

少
及

び
販

売
価

格
の

低
下

に
⾔

及
し

て
お

り
、

収
⼊

は
減

少
し

た
も

よ
う

で
あ

る
。

 
 

⑤
 

森
林

へ
の

依
存

度
に

変
化

・
影

響
は

あ
っ

た
か

（
回

答
数

10
）：

回
答

者
全

員
が

、
依

存
度

が
低

下
し

た
と

回
答

し
、

林
業

等
へ

の
従

事
者

、
森

林
へ

の
訪

問
者

、
買

い
取

り
業

者
と

も
に

そ
の

数
が

減
少

し
た

と
回

答
し

て
い

る
。全

員
が

減
少

の
理

由
と

し
て

、移
動

制
限

を
挙

げ
て

い
る

。
 

 ⑥
 

違
法

伐
採

に
変

化
・

影
響

を
与

え
た

か
（

回
答

数
10

）：
回

答
者

全
員

が
、

違
法

伐
採

は
減

少
し

た
と

回
答

し
て

い
る

。そ
の

理
由

と
し

て
、需

要
減

及
び

こ
れ

に
伴

う
販

売
量

の
減

少
を

挙
げ

て
お

り
（

10
名

中
10

名
）、

主
な

理
由

と
し

て
移

動
制

限
を

挙
げ

て
い

る
（

10
名

中
8名

）。
 

 
 

3)
 

林
産

物
加

⼯
・

販
売

等
に

与
え

た
変

化
・

影
響

 
 

回
答

者
の

う
ち

1名
が

加
⼯

作
業

も
⾏

っ
て

い
る

と
回

答
し

た
が

、
基

本
的

に
全

員
が

⽣
産

者
で

 
あ

っ
た

た
め

、
回

答
し

た
も

の
は

い
な

か
っ

た
。

 
 

4)
 

 ⽣
活

へ
の

影
響

 
 

 
 

 
①

 
⽣

計
（

収
⼊

）
に

つ
い

て
（

回
答

者
数

10
）：

10
名

中
全

員
が

感
染

症
蔓

延
前

に
⽐

べ
て

 
 

 
 

 
 

 
収

益
が

減
少

し
た

と
回

答
。

そ
の

要
因

と
し

て
林

産
物

需
要

の
減

少
を

挙
げ

た
者

が
4名

 
 

 
 

 
 

 
い

た
。

ま
た

、
収

⼊
に

対
し

て
、

労
働

者
へ

の
⽀

払
い

が
負

担
に

な
っ

て
い

る
こ

と
を

理
 

由
に

挙
げ

る
者

が
8名

い
た

。
 

 
 

 
 

 
 

 
②

 
消

費
⾏

動
の

変
化

（
回

答
者

数
10

）：
10

名
中

全
員

が
、

⾷
費

に
対

す
る

消
費

⾏
動

が
変

 
わ

っ
た

と
回

答
し

た
。

 
 

 
 

     
  

 

152



20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

26
 

  

5)
 規

制
が

地
⽅

の
農

⺠
に

与
え

た
影

響
 

 
 

 
 

 
2)

及
び

4)
を

総
括

す
る

と
、

感
染

症
蔓

延
に

伴
う

規
制

が
地

⽅
の

農
⺠

の
森

林
内

で
の

活
 

動
・

⽣
活

に
与

え
た

影
響

の
構

図
は

以
下

の
よ

う
に

整
理

さ
れ

る
。

 
               

  

図図
 2

.3
.4

 感感
染染

症症
蔓蔓

延延
にに

伴伴
うう

規規
制制

がが
森森

林林
内内

でで
のの

⽣⽣
産産

活活
動動

・・
⽣⽣

活活
にに

与与
ええ

たた
影影

響響
 

経
済

活
動

低
下

需
要

減
買
い
取

り
業
者

減

商
品

価
格

低
下

農
⺠

生
産

減

収
入

減
労
働
者
へ
の
⽀
払
い
負
担

影
　
響

規
制
等
要
因

移
動
規
制

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
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  ア ア
ンン

ケケ
ーー

トト
集集

計計
結結

果果
（（

１１
））

[ババ
ンン

ググ
ララ

デデ
ィィ

ッッ
シシ

ュュ
] 

 
       通

し
番

号
No

.1
No

.2
No

.3
No

.4
No

.5
回

答
⽇

20
21

年
12

⽉
22

⽇
20

21
年

12
⽉

22
⽇

20
21

年
12

⽉
22

⽇
20

21
年

12
⽉

22
⽇

20
21

年
12

⽉
22

⽇
⽒

名
ビ

レ
ン

ド
ラ

 
マ

ン
グ

サ
ン

ア
ブ

ラ
ハ

ム
 

レ
マ

ジ
ョ

テ
ィ

ソ
ン

 
デ

ユ
ウ

フ
ァ

ル
ク

 
ア

ハ
メ

ッ
ド

M
d.

 ア
ブ

 
バ

ッ
カ

―
年

齢
54

歳
64

歳
63

歳
23

歳
50

歳
性

別
男

男
男

男
男

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

マ
コ

ン
テ

ィ
ナ

ガ
ー

ル
村

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

マ
コ

ン
テ

ィ
ナ

ガ
ー

ル
村

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

マ
コ

ン
テ

ィ
ナ

ガ
ー

ル
村

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

ベ
レ

ベ
イ

ド
村

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

ベ
レ

マ
イ

村

職
業

・
職

種
⽣

産
、

加
⼯

⽣
産

⽣
産

⽣
産

⽣
産

農
業

（
筆

者
加

筆
）

農
業

、
NG

O所
属

農
業

（
筆

者
加

筆
）

職
場

居
所

に
同

じ
居

所
に

同
じ

居
所

に
同

じ
居

所
に

同
じ

居
所

に
同

じ

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
⽶

、
パ

イ
ナ

ッ
プ

ル
、

バ
ナ

ナ
、

タ
ロ

、
⽣

姜
、

ウ
コ

ン
、

野
菜

グ
ア

バ
、

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
バ

ナ
ナ

、
マ

ン
ゴ

ー
、

コ
ー

ヒ
ー

、
ア

カ
シ

ア
（

⽊
材

）
、

野
菜

グ
ア

バ
、

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
バ

ナ
ナ

、
サ

ト
イ

モ
、

マ
ン

ゴ
ー

、
ラ

イ
チ

、
ウ

コ
ン

、
⽣

姜
、

ア
カ

シ
ア

（
⽊

材
）

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
バ

ナ
ナ

、
パ

パ
イ

ヤ
、

ア
カ

シ
ア

（
⽊

材
）

⽶
、

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
バ

ナ
ナ

、
タ

ロ
、

⽣
姜

、
ウ

コ
ン

、
野

菜

所
属

及
び

役
職

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

責
任

者
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
責

任
者

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

責
任

者
ー

ー
１
 
感
染
状
況
等

1-
1 

 感
染

状
況

無
2⼈

が
感

染
、

う
ち

、
1⼈

死
亡

無
1⼈

死
亡

無

1-
2 

 ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
本

⼈
）

1回
接

種
2回

接
種

2回
接

種
2回

接
種

2回
接

種

 
 

ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
周

辺
）

家
族

、
1回

接
種

60
%

の
者

が
接

種
済

ー
ー

ー

1-
3 

 マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

ほ
ぼ

、
毎

⽇
着

⽤
。

ほ
ぼ

、
毎

⽇
着

⽤
ほ

ぼ
、

毎
⽇

着
⽤

ほ
ぼ

、
毎

⽇
着

⽤
と

き
ど

き
着

⽤

1-
4 

 ⽣
活

へ
の

影
響

⽣
産

減
、

収
⼊

源
、

労
働

者
は

失
業

、
⾷

料
難

⽣
産

減
、

収
⼊

源
、

労
働

者
は

失
業

、
⾷

料
難

⽣
産

減
、

収
⼊

減
販

売
価

格
低

下
、

収
⼊

・
収

益
減

、
⾷

料
難

⽣
産

量
は

同
じ

だ
が

販
売

価
格

低
下

、
そ

の
た

め
、

収
⼊

減
。

⾷
料

難

2 
森
林
施
業
・
林
内
で
の
⽣
産
活
動
へ
の
与
え
た
変

化
・
影
響

2-
1 

 施
業

・
林

内
活

動
林

内
活

動
減

林
内

活
動

減
（

買
い

付
け

業
者

の
移

動
が

制
限

さ
れ

た
た

め
）

林
内

活
動

減
（

⽣
産

活
動

が
制

限
さ

れ
た

た
め

）
林

内
活

動
変

化
な

し
（

⽣
産

量
は

同
じ

）
、

し
か

し
、

価
格

低
下

林
内

活
動

増
加

？
（

⽣
産

量
増

加
）

し
か

し
、

価
格

低
下

2-
2 

 ⽣
産

量
⽣

産
性

低
下

、
価

格
低

下
、

販
売

が
困

難
に

な
る

⽣
産

性
低

下
、

価
格

低
下

、
販

売
が

困
難

に
な

る
⽣

産
性

低
下

、
価

格
低

下
、

販
売

が
困

難
に

な
る

⽣
産

性
低

下
⽣

産
性

低
下

2-
3 

 森
林

へ
の

依
存

度
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）

2-
4 

 違
法

伐
採

減
少

（
輸

送
制

限
及

び
販

売
量

が
減

っ
た

た
め

）
減

少
（

輸
送

制
限

及
び

販
売

量
が

減
っ

た
た

め
）

減
少

（
需

要
が

減
っ

た
た

め
）

減
少

（
需

要
が

減
っ

た
た

め
）

減
少

（
需

要
減

、
輸

送
制

限
及

び
販

売
量

が
減

っ
た

た
め

）
4 

⽣
活
へ
の
影
響

4-
1 

 ⽣
計

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

：
林

産
物

需
要

は
減

少
、

た
だ

し
、

労
働

者
へ

の
賃

⾦
は

⽀
払

わ
ね

ば
な

ら
な

い
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

：
林

産
物

需
要

は
減

少
、

た
だ

し
、

労
働

者
へ

の
賃

⾦
は

⽀
払

わ
ね

ば
な

ら
な

い
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

：
林

産
物

需
要

が
減

っ
た

た
め

）
影

響
あ

り
（

収
⼊

減
：

林
産

物
重

要
が

減
っ

た
た

め
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

4-
2 

 消
費

⾏
動

へ
の

影
響

⾷
費

が
減

っ
た

。
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
経

済
的

に
苦

し
い

た
め

）
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
経

済
的

に
苦

し
い

た
め

）
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
経

済
的

に
苦

し
い

た
め

）
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
収

⼊
が

減
っ

た
た

め
）

住
所

・
居

所
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  アア
ンン

ケケ
ーー

トト
集集

計計
結結

果果
（（

２２
））

[ババ
ンン

ググ
ララ

デデ
ィィ

ッッ
シシ

ュュ
] 

 
   通

し
番

号
No

.6
No

.7
No

.8
No

.9
No

.1
0

回
答

⽇
20

21
年

12
⽉

22
⽇

20
21

年
12

⽉
22

⽇
20

21
年

12
⽉

22
⽇

20
21

年
12

⽉
22

⽇
20

21
年

12
⽉

22
⽇

⽒
名

M
d.

 ア
ブ

ド
ウ

ル
 

バ
レ

ク
モ

ン
ゴ

ル
 

リ
シ

ル
M

d.
 シ

ャ
ヒ

ド
ウ

ー
ル

 イ
ス

ラ
ム

ハ
ビ

ブ
ー

ル
 

ラ
フ

マ
ン

M
d.

 タ
ジ

ル
 

イ
ス

ラ
ム

年
齢

48
歳

49
歳

46
歳

60
歳

33
歳

性
別

男
男

男
男

男

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

カ
ッ

ク
ラ

イ
ド

村
タ

ン
ガ

イ
ル

県
マ

ン
ド

ウ
プ

ー
ル

市
カ

ッ
ク

ラ
イ

ド
村

タ
ン

ガ
イ

ル
県

マ
ン

ド
ウ

プ
ー

ル
市

カ
ッ

ク
ラ

イ
ド

村
タ

ン
ガ

イ
ル

県
マ

ン
ド

ウ
プ

ー
ル

市
ベ

レ
ベ

イ
ド

村
タ

ン
ガ

イ
ル

県
マ

ン
ド

ウ
プ

ー
ル

市
ベ

レ
ベ

イ
ド

村

職
業

・
職

種
⽣

産
⽣

産
⽣

産
⽣

産
⽣

産
農

業
（

筆
者

加
筆

）
農

業
（

筆
者

加
筆

）
農

業
（

筆
者

加
筆

）
農

業
（

筆
者

加
筆

）
農

業
（

筆
者

加
筆

）

職
場

居
所

に
同

じ
居

所
に

同
じ

居
所

に
同

じ
居

所
に

同
じ

居
所

に
同

じ

取
り

扱
い

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
パ

イ
ナ

ッ
プ

ル
、

パ
パ

イ
ヤ

、
ア

カ
シ

ア
（

⽊
材

）
、

野
菜

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
ウ

コ
ン

、
⽣

姜
、

バ
ナ

ナ
、

ア
カ

シ
ア

（
⽊

材
）

、
野

菜
パ

イ
ナ

ッ
プ

ル
、

ウ
コ

ン
、

⽣
姜

、
バ

ナ
ナ

、
ア

カ
シ

ア
（

⽊
材

）
、

野
菜

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
ウ

コ
ン

、
⽣

姜
、

バ
ナ

ナ
、

ア
カ

シ
ア

（
⽊

材
）

、
野

菜
パ

イ
ナ

ッ
プ

ル
、

ウ
コ

ン
、

⽣
姜

、
バ

ナ
ナ

、
ア

カ
シ

ア
（

⽊
材

）
、

野
菜

所
属

及
び

役
職

ー
ー

ー
ー

ー
１
 
感
染
状
況
等

1-
1 

 感
染

状
況

1⼈
死

亡
無

無
1⼈

死
亡

1⼈
死

亡

1-
2 

 ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
本

⼈
）

2回
接

種
無

、
予

約
済

無
？

1回
接

種
無

、
予

約
済

 
 

ワ
ク

チ
ン

接
種

状
況

（
周

辺
）

ー
ー

家
族

は
２

回
接

種
済

ー
ー

1-
3 

 マ
ス

ク
の

着
⽤

状
況

常
時

着
⽤

と
き

ど
き

着
⽤

と
き

ど
き

着
⽤

と
き

ど
き

着
⽤

と
き

ど
き

着
⽤

1-
4 

 ⽣
活

へ
の

影
響

⽣
産

量
は

同
じ

だ
が

販
売

価
格

低
下

、
そ

の
た

め
、

収
⼊

減
。

⾷
料

難
収

⼊
減

、
販

売
価

格
低

下
、

労
働

⼒
不

⾜
な

し
、

⾷
料

難
変

化
な

し
収

⼊
減

、
販

売
価

格
低

下
、

労
働

⼒
不

⾜
な

し
、

⾷
料

難
収

⼊
減

、
販

売
価

格
低

下
、

労
働

⼒
不

⾜
な

し
、

⾷
料

難

2 
森
林
施
業
・
林
内
で
の
⽣
産
活
動
へ
の
与
え
た
変

化
・
影
響

2-
1 

 施
業

・
林

内
活

動
林

内
活

動
増

加
？

（
⽣

産
量

増
加

）
し

か
し

、
価

格
低

下
林

内
活

動
減

（
⽣

産
性

減
）

変
化

な
し

林
内

活
動

減
（

⽣
産

性
減

）
林

内
活

動
減

（
⽣

産
性

減
）

2-
2 

 ⽣
産

量
⽣

産
性

低
下

⽣
産

減
⽣

産
量

は
同

じ
、

販
売

価
格

低
下

、
買

い
取

り
業

者
が

激
減

⽣
産

減
⽣

産
減

2-
3 

 森
林

へ
の

依
存

度
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）
森

林
へ

の
依

存
度

低
下

：
林

業
等

へ
の

従
事

者
減

、
訪

問
者

減
、

買
い

取
り

業
者

数
減

（
移

動
等

の
制

限
の

た
め

）

森
林

へ
の

依
存

度
や

や
低

下
：

林
業

等
従

事
者

変
化

な
し

、
訪

問
者

、
買

い
取

り
業

者
は

減
（

移
動

等
制

限
の

た
め

）

森
林

へ
の

依
存

度
低

下
：

林
業

等
へ

の
従

事
者

減
、

訪
問

者
減

、
買

い
取

り
業

者
数

減
（

移
動

等
の

制
限

の
た

め
）

森
林

へ
の

依
存

度
低

下
：

林
業

等
へ

の
従

事
者

減
、

訪
問

者
減

、
買

い
取

り
業

者
数

減
（

移
動

等
の

制
限

の
た

め
）

2-
4 

 違
法

伐
採

減
少

（
需

要
減

、
輸

送
制

限
及

び
販

売
量

が
減

っ
た

た
め

）
減

少
（

需
要

減
、

輸
送

制
限

及
び

販
売

量
が

減
っ

た
た

め
）

減
少

（
需

要
減

、
輸

送
制

限
及

び
販

売
量

が
減

っ
た

た
め

）
減

少
（

需
要

減
、

輸
送

制
限

及
び

販
売

量
が

減
っ

た
た

め
）

減
少

（
需

要
減

、
輸

送
制

限
及

び
販

売
量

が
減

っ
た

た
め

）
4 

⽣
活
へ
の
影
響

4-
1 

 ⽣
計

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

影
響

あ
り

（
収

⼊
減

、
し

か
し

、
労

働
者

へ
の

賃
⾦

は
同

じ
）

4-
2 

 消
費

⾏
動

へ
の

影
響

⾷
料

消
費

形
態

が
変

わ
っ

た
（

収
⼊

が
減

っ
た

た
め

）
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
収

⼊
が

減
っ

た
た

め
）

⾷
料

消
費

形
態

が
変

わ
っ

た
（

収
⼊

が
減

っ
た

た
め

）
⾷

料
消

費
形

態
が

変
わ

っ
た

（
収

⼊
が

減
っ

た
た

め
）

⾷
料

消
費

形
態

が
変

わ
っ

た
（

収
⼊

が
減

っ
た

た
め

）

住
所

・
居

所

20
22

.01
 

感
染

症
蔓

延
前

後
の

変
化

・
影

響
に

か
か

る
情

報
収

集
（

ア
ジ

ア
地

域
）

報
告

書
 

29
 

 ３
．

ベ
ト

ナ
ム

と
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

の
⽐

較
 

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

は
、

被
験

者
の

属
性

が
異

な
っ

て
お

り
、

両
者

を
単

純
に

⽐
較

し
て

も
、国

や
地

域
の

違
い

に
よ

る
感

染
症

蔓
延

の
影

響
を

反
映

し
て

い
る

と
は

⾔
い

難
い

。む
し

ろ
、

⽐
較

的
規

模
の

⼤
き

い
事

業
者

と
⼀

地
⽅

の
農

⺠
に

与
え

て
い

る
影

響
の

違
い

を
反

映
し

て
い

る
可

能
性

の
⽅

が
⾼

い
と

考
え

ら
れ

る
が

、
両

者
の

違
い

に
つ

い
て

、
簡

単
に

⽐
較

し
た

。
 

 1)
 

感
染

状
況

、
個

⼈
の

感
染

対
策

 

 
 

 
現

時
点

（
20

22
年

１
⽉

初
旬

）
で

の
感

染
者

数
は

両
国

と
も

、
約

16
0~

17
0

万
⼈

と
ほ

 

 
 

ぼ
同

じ
で

あ
る

が
、

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

で
は

、
ベ

ト
ナ

ム
か

ら
は

被
験

者
の

周
辺

に
お

 

い
て

、死
亡

者
が

報
告

さ
れ

て
い

な
い

の
に

対
し

、バ
ン

グ
ラ

デ
ィ

ッ
シ

ュ
か

ら
は

10
名

 

中
半

数
が

周
辺

か
ら

の
死

亡
者

を
報

告
し

て
い

る
。

こ
れ

は
、

お
そ

ら
く

医
療

環
境

の
違

 

い
を

反
映

し
て

い
る

結
果

で
あ

る
と

推
定

さ
れ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
マ

ス
ク

の
着

⽤
状

況
を

み
る

と
、

ベ
ト

ナ
ム

の
被

験
者

が
全

員
「

常
時

着
⽤

」
と

回
答

し
た

の
に

対
し

、
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

の
被

験
者

は
半

数
が

「
と

き
ど

き
」

と
回

答
し

、
感

染
症

対
策

に
対

す
る

意
識

の
違

い
が

表
れ

た
結

果
と

な
っ

た
。

ベ
ト

ナ
ム

は
社

会
主

義
体

制
下

に
あ

る
た

め
、

マ
ス

ク
着

⽤
の

義
務

が
よ

り
徹

底
さ

れ
て

い
る

こ
と

の
現

れ
か

も
し

れ
な

い
。

 
⽣

活
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
両

国
と

も
、

各
種

規
制

に
よ

り
、

経
済

活
動

が
不

活
発

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

り
、

林
産

物
に

対
し

て
も

、
需

要
減

、
価

格
の

低
下

を
も

た
ら

し
、

こ
の

こ
と

が
収

⼊
減

 
を

引
き

起
こ

し
て

い
る

様
⼦

が
明

ら
か

と
な

っ
た

。
 

 

2)
 

森
林

内
で

の
⽣

産
活

動
 

 
 

ベ
ト

ナ
ム

か
ら

の
回

答
に

お
い

て
興

味
深

い
点

は
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
・

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

規
制

 

（
職

場
に

お
い

て
は

1m
間

隔
）が

⽣
産

効
率

を
低

下
さ

せ
た

と
の

回
答

が
卓

越
し

て
い

る
こ

 

と
で

あ
る

。
ソ

ー
シ

ャ
ル

・
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
の

確
保

は
、

遠
隔

地
（

例
え

ば
、

ゲ
ア

ン
省

ク
エ

 

ホ
ン

県
、

キ
ー

ソ
ン

県
）

の
森

林
に

お
い

て
も

徹
底

さ
れ

て
い

る
。

20
20

年
に

世
界

的
規

模
 

で
感

染
症

拡
⼤

始
ま

っ
た

が
、

当
初

、
ベ

ト
ナ

ム
に

お
い

て
は

拡
⼤

が
抑

制
さ

れ
た

。
⼀

地
 

⽅
都

市
に

⾄
る

ま
で

感
染

症
対

策
が

徹
底

さ
れ

た
こ

と
が

そ
の

要
因

で
あ

っ
た

も
の

と
思

わ
 

れ
る

。
 

 
バ

ン
グ

ラ
デ

ィ
ッ

シ
ュ

か
ら

の
回

答
に

お
け

る
注

⽬
点

は
、林

産
物

⽣
産

が
、買

い
取

り
業

 

者
に

⼤
き

く
左

右
さ

れ
て

い
る

点
で

あ
る

。
お

そ
ら

く
被

験
者

が
農

⺠
で

あ
っ

た
こ

と
が

そ
 

の
要

因
と

考
え

ら
れ

る
。

移
動

規
制

（
ロ

ッ
ク

・
ダ

ウ
ン

時
に

は
県

を
ま

た
ぐ

交
通

網
が

遮
 

断
さ

れ
た

）
や

消
費

停
滞

に
よ

り
、

買
い

取
り

業
者

（
仲

買
⼈

）
が

地
⽅

部
ま

で
来

な
く

な
っ

 

た
こ

と
が

、
林

産
物

⽣
産

に
⼤

き
く

影
響

を
与

え
た

と
の

回
答

が
⼤

多
数

を
占

め
て

い
た

。
 

 
違

法
伐

採
に

つ
い

て
は

、林
産

物
の

需
要

減
か

ら
減

少
し

た
と

す
る

回
答

が
多

く
、両

国
に
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共
通

し
て

い
た

。
 

  
 

 
 

3)
 

林
産

物
加

⼯
・

販
売

 

 
 

 
 

 
 

⽐
較

デ
ー

タ
な

し
。

 

  
 

 
 

4)
 

⽣
活

へ
の

影
響

 

 
 

 
 

 
 

両
国

の
被

験
者

と
も

、
⽣

計
が

圧
迫

さ
れ

、
消

費
⾏

動
が

抑
制

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

伺
え

 

る
結

果
と

な
っ

た
。
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調

査
方
法
  

①
 
コ

ロ
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ウ

イ
ル
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感
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状
況
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推
移

（
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染

者
数
等

）
と
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的
な

対
応

（
移
動

制
限
等

）
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ル
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集
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ま
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め
る

。
 

②
 
感

染
症
蔓

延
前

後
の
変

化
・
影

響
に
か

か
る
途

上
国
現

地
の
情

報
収
集

 

質
問
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成
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ー
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２
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査

実
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概
要
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.
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.
 

調
査
地
 

ブ
ラ

ジ
ル

国
内

、
主

と
し

て
当
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が
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年

活
動
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実

施
し

て
き

て
い

る
東

部
ア

マ
ゾ

ン
地

域
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ラ
ー

州
北
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部
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域

に

て
調

査
を

行
い
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一

部
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西

部
ア

マ
ゾ

ン
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域

ア
マ
ゾ

ナ
ス
州
（

マ
ナ

ウ
ス
市

）
を
対

象
に
調

査
を
実

施
し
た

。
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下

に
位

置
図

を
示

す
。
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1
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1
）
 

州州
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推推
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人人
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11
年年

）
 

年年
  

ア
マ
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ナ
ス
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0
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)
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ナ

ウ
ス

市
 

2
,
2
55

,9
0
3
人
 

2
02
1
 

（
マ

ナ
ウ
ス

大
都
市

圏
）
 

（
2
,
7
22

,0
1
4
人

）
 

（
2
02
0
）
 

パ
ラ

ー
州
 

8
,7
7
7
,
1
24

人
 

（
2
02
1
年
）
 

ベ
レ

ン
市
 

1
,
5
06

,4
2
0
人
 

2
02
1
 

（
ベ
レ

ン
大

都
市
圏

）
 

（
2
,
5
05

,2
4
2
人

）
 

（
2
01
9
）
 

マ
リ

ト
ゥ

ー
バ
市

 
1
35
,
8
1
2
人
 

2
02
1
 

マ
ラ

バ
ー

市
 

2
87
,
6
6
4
人
 

2
02
1
 

ト
メ
ア

ス
ー
市

 
6
4,

60
4
人
 

2
02
1
 

カ
メ

タ
ー

市
 

1
40
,
8
1
4
人
 

2
02
1
 

※
マ
ナ
ウ

ス
大
都
市
圏
は
、
州
都
マ

ナ
ウ
ス
を

含
む

1
3
の
自
治
体
（
マ
ナ

ウ
ス
市
、
ア
ウ
タ
ー
ゼ
ス
市

、
カ
レ
イ
ロ
市
、
カ
レ
イ
ロ
ダ
ヴ
ァ

ル
ゼ
ア

市
、
イ
ラ

ン

ド
ゥ

ー
バ

市
、

イ
タ

コ
ア
チ

ア
ラ

市
、
イ

タ
ピ
ラ

ン
ガ

市
、

マ
ナ

カ
プ

ル
市

、
マ

ナ
キ
リ

市
、

ノ
ー
ヴ

ォ
ア

イ
ラ

ン
市
、

プ
レ

ジ
デ
ン

チ
フ
ィ

ゲ
イ

レ
ー

ド
市
、

ヒ
オ
プ
レ

ッ
ト
ダ
エ
ヴ
ァ
市

、
シ
ル
ヴ
ェ
ス
市

）
で
構

成
さ
れ
、
ベ
レ
ン

大
都
市
圏
は
州
都

ベ
レ
ン
を

含
む

7
つ
の
自
治

体
（
ベ

レ
ン
市
、
ア
ナ
ニ

ン
デ
ウ
ア

市
、

ベ
ネ
ヴ
ィ

デ
ス
市
、
カ
ス
タ

ニ
ャ
ル

市
、
マ
リ
ト
ゥ
ー

バ
市
、
サ

ン
タ
バ
ル
バ
ラ
ド

パ
ラ
ー
市
、
サ
ン

タ
イ
ザ

ベ
ル
ド
パ
ラ
ー
市

）
で
構
成

さ
れ
る

。
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3 
 （

１
）
ト

メ
ア

ス
ー
市

 

 
図

3
．

ト
メ

ア
ス

ー
市

に
お

け
る
対

象
者
の

位
置
関

係
 

 

日
本
人

移
住
地

（
1
92
9
年
移

住
開
始

）
と
し

て
知
ら

れ
、
現

在
で
も

1
,
0
00

人
ほ
ど

の
日

本
人
・

日
系
人

が
居
住

し
て

い
る

。
コ

シ
ョ

ウ
の
単

一
生
産

で
栄
え

た
が
、

1
9
6
0
年

代
後
半

以
降
、

病
害
や

水
害
の

発
生

に
よ
り

、
多
く

の
コ
シ

ョ
ウ

が
枯

死
し

、
農

家
は
甚

大
な
被

害
を
受

け
た
。

1
9
7
0
年

代
か
ら

持
続
的

か
つ
長

期
的
に

収
入

を
得
る

た
め
に

、
日
本

人
・

日
系

人
農

家
は
試

行
錯

誤
の
な

か
森
林

に
な
ら

い
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
を

生
み

出
し
、

実
践
す

る
よ
う

に
な
り

、
多

種
多

様
な

農
作

物
（
カ

カ
オ
、

パ
ッ
シ

ョ
ン
フ

ル
ー
ツ

、
ア
サ

イ
ー
、

ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
等
）

を
混
植

し
、
多

角
経
営

を
図

る
よ

う
に

な
っ

た
。
現

在
で
は

、
ト
メ

ア
ス
ー

市
は
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

の
里

と
知
ら

れ
、
世

界
中
か

ら
研
究

者
や

企
業

が
訪

れ
て

い
る
。

送
電
網

が
整
備

さ
れ
た

後
の

1
9
90

年
代

に
は
製
材

所
が
多

く
作
ら

れ
、
木

材
伐
採

が
進

ん
だ

が
、

2
00
0
年
代
に

は
伐
採

木
が

減
少
し

た
こ
と

で
、
製

材
所
は

少
な
く

な
っ
て

い
る
。

ま
た

、
最
近

で
は
、

ア
ブ
ラ

ヤ
シ

畑
（

バ
イ

オ
燃

料
や
パ

ー
ム
油

生
産
の

た
め
）

も
増
加

し
て
き

て
い
る

。
 

・
ト

メ
ア

ス
ー

市
の
様

子
 

 
 

ト
メ

ア
ス

ー
市
 

（
中
心

部
、
白

い
建

物
が
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

本
部
）

 

ト
メ

ア
ス

ー
市
 

（
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
農

場
。
ク

ラ
ブ

ウ
ッ
ド

、
ア

サ
イ

ー
、

カ
カ
オ

等
が
混

植
さ
れ

て
い

る
。
）

 

4 
  

 
 

ト
メ

ア
ス

ー
市
 

（
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス

ト
リ
ー

農
場
。

コ
シ
ョ

ウ
、
カ

カ
オ

、
樹

木
等

が
混
植

さ
れ
て

い
る
。

）
 

ト
メ

ア
ス

ー
市
 

（
ス
ー

パ
ー
で

の
マ
ス

ク
の
着

用
状
況

。
ほ

と
ん
ど

の
人

が
着
用

し
て
い

る
が
、

こ
れ
だ

け
着
用

し
て

い
る
の

は
珍

し
い
。

）
 

 （
２

）
カ

メ
タ

ー
市
 

（
地

図
表
示

：
河
川

部
分
が

鮮
明
）

 

図
4
．

カ
メ
タ
ー

市
で

の
対
象

者
の
位

置
関
係

 

 

カ
メ
タ

ー
市
は

ア
サ

イ
ー
生

産
地
と

し
て
知

ら
れ
、
ア

サ
イ
ー

果
実

を
ト
メ

ア
ス
ー

農
協
等

に
販
売

し
て
い

る
。
カ

メ
タ

ー
市

中
心

部
か

ら
ボ
ー

ト
で
カ

ソ
ン
島
（

ビ
ゾ

ー
ホ
氏

）
、
ジ

ュ
ー

バ
島
（
プ

リ
モ

ッ
チ
氏

）
ま

で
そ

れ
ぞ
れ

約
1
時
間
要

す
る

。
各

島
は

淡
水
の

低
湿
地

（
ア
マ

ゾ
ン
河

支
流
の

ト
カ
ン

チ
ン
ス

河
下
流

域
）

に
位
置

し
、
5
～
7
時
間

お
き
（

低
潮

と
高

潮
）
お
よ

び
、
1
週

間
お

き
（

大
潮
と

小
潮
）
に
繰

り
返
し

起
こ
る

潮
汐
に

よ
り
水

位
が

変
動
し

、
そ
の

差
は

3
～
4
m

に
達

す
る

。
河

口
か
ら

2
00
k
m
以
上

も
川

上
に

位
置
す

る
が

河
川
勾

配
が
極

め
て
少

な
く
、

淡
水
の

川
で
あ

り
な
が

ら
海

と
同

じ
よ

う
に

潮
汐
が

起
こ
る

。
河
畔

に
は
主

と
し
て

ア
サ
イ

ー
が
自

生
し
て

お
り

、
潮
汐

の
影
響

を
受
け

て
い
る

。
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5 
 ・
カ

メ
タ
ー

市
の
様

子
 

 
 

カ
メ
タ

ー
市
（

中
心
部

）
 

ht
tp

s:
/
/w
ww
.f

er
i
as
.t
u
r.
b
r/
fo
to

s/
4
59
3/
c
am
e
ta
-p
a.

ht
m
l 

カ
メ
タ

ー
市
（

島
嶼
部

。
ア
サ

イ
ー
が

自
生
し

、
日
常

的
に

潮
汐
の

影
響
を

受
け
る

。
）
 

 
 

水
位

が
上
が

っ
て
い

る
時
の

森
林
内

 

（
ア
サ

イ
ー
が

優
占
）

の
様
子

 
干

潮
時
の

様
子
 

 
 

カ
メ

タ
ー
市

（
カ
ソ

ン
島
）

 
カ

メ
タ
ー

市
（
ボ

ー
ト
で

の
移
動

の
様
子

）
 

6 
 

 
 

カ
メ

タ
ー

市
（

ボ
ー
ト

で
の
移

動
の
様

子
）
 

カ
メ
タ

ー
市
市

場
の
マ

ス
ク
着

用
の
様

子
 

（
未
着

用
の
住

民
も
見

ら
れ
る

）
 

 （
３

）
マ

リ
ト

ゥ
ー
バ

市
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
図

5
．
マ

リ
ト
ゥ

ー
バ
市

に
お
け

る
対
象

者
の
位

置
 

 

マ
リ
ト

ゥ
ー
バ

市
は

ベ
レ
ン

市
か
ら

1
1
km

離
れ

、
ベ
レ
ン

大
都
市

圏
に
位

置
し
、
パ

ラ
ー
州

で
9
番

目
に

大
き
な

自
治

体
と

し
て

知
ら

れ
て
い

る
（
マ

リ
ト
ゥ

ー
バ
市

,
 2
0
21
）
。
人

口
は

20
2
1
年

で
1
5
万

人
を
超

え
て
い

る
。
以

前
は
多

く
の

森
林

が
あ

っ
た

が
、

近
年

で
は

ベ
レ

ン
の

衛
星

都
市

的
な

位
置

づ
け

が
強

く
な

り
、

住
宅

建
設

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

宅
開

発
が

進
む

な
ど

、
自
然

環
境
へ

の
開
発

圧
力
が

大
き
い

地
域
で

も
あ
る

。
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7 
 ・

マ
リ
ト

ゥ
ー

バ
市
の

様
子
 

 
 

マ
リ

ト
ゥ

ー
バ
市

（
中
心

部
）
 

ht
tp
s
:/
/
ma
r
it
u
ba
.
pa
.g

ov
.
br
/
si
t
e/
m
ar
i
tu
b
a-
c
om
p
le
t
a-
2
7-
a
no
s
-c
o
m-
f
er
i
ad
o
-

mu
n
ic
i
pa
l
-e
-
ex
t
en
s
a-
pr

og
r
am
a
ca
o
-n
e
st
a
-q
u
ar
t
a-
f
ei
r
a-
2
2/
 

マ
リ

ト
ゥ

ー
バ
市

（
農
村

部
）
 

h
tt
ps
:/

/m
a
ri
tu
ba

.p
a.
go
v.

br
/
si
te
/m

ar
it
u
ba
-
of
er
ec

e-
t
ur
is
m
o-
d
e-

n
at
ur
ez

a-
e
-a
ve
nt

ur
a-
be
m-

pe
r
to
-d
a-

ca
pi
ta
l/

#p
r
et
ty
Ph

ot
o 

 （
４

）
マ

ラ
バ

ー
市
 

 

図
6
．

マ
ラ
バ
ー

市
に

お
け
る

対
象
者

の
位
置

 

 

マ
ラ
バ

ー
市
は

ト
カ

ン
チ
ン

ス
河
と

イ
タ
カ

イ
ウ
ナ

ス
河
の

合
流
地

点
に
位

置
す

る
。
人

口
は

2
0
21

年
で

28
万

人
を

超
え

て
い

る
。
鉄

鋼
産

業
、
木

材
産

業
、
レ

ン
ガ
・
タ
イ

ル
製

造
、
農

牧
畜
業

が
盛
ん

で
あ
る
（
マ

ラ
バ
ー

商
工
会

議
所
,
 

2
0
2
2
）
。
近
年

で
は

都
市
部

か
ら
農

村
部
に

移
住
し

、
農
業

を
始
め

、
新

し
く

開
墾
を

す
る

人
が
多

く
み
ら

れ
て
お

り
、
そ

の
結

果
森

林
伐

採
が
増

加
し
て

い
る
。

 

  
 

8 
 ・

マ
ラ
バ

ー
市

の
様
子

 

 
 

マ
ラ

バ
ー

市
（

中
心
部

）
 

h
t
tp
s
:
//
g
1.

gl
o
b
o.
c
om

/p
a
/p

ar
a/

no
t
i
ci
a
/2

02
1
/
02
/
22

/a
u
m
en
t
o-

do
-
n
iv
e
l-

de
-
r
io
s-

d
ei
x
a
-

m
a
ra
b
a
-p
a
-e

m-
a
l
er
t
a-

pa
r
a-

al
ag

am
e
n
to
s
-e

-t
r
a
ns
b
or

da
m
e
nt
o
s.

gh
t
m
l
 

マ
ラ
バ

ー
市
（

農
村
部

）
 

h
tt
p
s:
/
/m
a
ra
b
a.
p
a.
g
ov
.
br
/
se
v
op
-
es
t
ra
d
as
-
vi
c
in
a
is
-
re
c
eb
e
m-
se

rv
i
co
s
-d
e
-

in
fr
a
es
t
ru
t
ur
a
-n
a
-z
o
na
-
ru
r
al
/
 

 （
５

）
ベ

レ
ン

市
 

 

図
7
．

マ
ラ
バ
ー

市
に

お
け
る

対
象
者

の
位
置

 

 

ベ
レ
ン

市
は
パ

ラ
ー

州
の
州

都
で
あ

り
、
人
口

は
2
02
1
年

で
1
50

万
人
を

超
え
る

。
商

業
等

の
栄
え

る
高

層
ビ
ル

が
林

立
す

る
大

都
市

で
あ
り

、
鉱

業
（
鉄

鉱
石
、
ボ

ー
キ

サ
イ
ト

、
銅

等
）
、
農

牧
畜
業
（

ア
ブ
ラ

ヤ
シ

、
大

豆
、
熱

帯
果
樹

等
）
、

港
湾

や
水

力
発

電
所

な
ど

の
大

規
模

イ
ン

フ
ラ

整
備

事
業

な
ど

で
活

況
を

呈
す

る
州

内
陸

部
の

前
進

基
地

と
し

て
も

機
能

し
て

い
る

（
在

ブ
ラ
ジ

ル
日
本

国
大
使

館
,
 2
0
1
4
）
。
ト

カ
ン

チ
ン
ス

河
（
ア

マ
ゾ
ン

河
支
流

）
支
流

の
グ
ア

ジ
ャ
ラ

ー
湾

と
グ

ア
マ

ー
河

に
沿
っ

て
お
り

、
カ
メ

タ
ー
市

と
同
様

に
島
嶼

部
も
存

在
し
、

ア
サ

イ
ー
な

ど
も
見

ら
れ
る

。
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9 
 ・

ベ
レ
ン

市
の

様
子
 

 
 

ベ
レ

ン
市

（
都
市

部
）
 

h
tt
ps
:/

/w
w
w.
ma
na

us
ju
ng
le

to
u
rs
.c
om

/p
t/
be
le

m-
d
o-
pa
ra

/ 

ベ
レ

ン
市

（
農
村

部
）
 

h
tt
p:
//

ag
e
nc
ia
be

le
m.
co
m.

br
/
No
ti
ci

a/
15
24
43

/p
e
qu
en
os

-a
gr
i
cu
l
to
re
s-

g
ar
a
nt
em
-a

-m
e
re
nd
a
-d
a
s-
es
co

la
s
-m
un
i
ci
p
ai
s
-d
e
-b
el
em
 

 
 

ベ
レ

ン
市

内
（

マ
ン
ゴ

ー
並
木

が
多
い

）
 

h
t
t
p
s
:
/
/
a
ma
z
o
n
i
a
r
e
al
.
c
o
m
.
b
r
/o
-
d
i
l
u
v
i
o
-
e
m-
b
e
l
e
m
/ 

ベ
レ

ン
市

（
島
嶼

部
）
 

h
tt
p
:/
/
se
cr
et

ar
i
at
.s
y
no
d
.v
a/
co

nt
e
nt
/s
i
no
d
oa
ma
zo

ni
c
o/
pt
/
no
t
ic
ia
s/

ih
a

s
-d
e
-b
el
em

--
p
a-
--
n
at
u
re
za
-p

re
s
er
va
d
a-
e
-v
id
a-

pa
ra
-o

s-
ri
be
ir

in
h
.h
tm
l  

 （
６

）
マ

ナ
ウ

ス
市
 

  
  

図
8
．

ア
マ
ゾ
ナ

ス
州
マ

ナ
ウ

ス
市
に

お
け
る

対
象
者

の
位
置

  

10
 

 

 

ア
マ

ゾ
ナ

ス
州
は

ネ
グ
ロ

河
と
ア

マ
ゾ
ン

河
の
合

流
地
点

に
位
置

し
、
9
5
％

の
森
林

資
源
が

手
つ
か

ず
と
い

わ
れ
、
未

開

発
地

が
多
く

、
森

林
資
源

に
頼
ら

な
い
経

済
構
造

を
有
し

て
い
る

。
マ
ナ

ウ
ス
市

は
も
と

も
と
は

19
世
紀

～
20

世
紀

初
頭

に
ゴ

ム
景
気
（
天

然
ゴ
ム

の
生
産

）
で

発
展
し

た
町
で

あ
る
が

、
天

然
ゴ

ム
産
業

が
衰
退

し
た
後

、
待

ち
も
大

き
く
衰

退
し

た
。

そ
の
後

、
ブ
ラ

ジ
ル
政

府
は
内

陸
開
発

を
目
的

と
し
て

、
1
96
7
年

に
マ

ナ
ウ
ス

市
を
税

制
優
遇

地
域
（

フ
リ
ー

ゾ
ー

ン
）
と

し
、
国
内

外
か

ら
の
製

造
業
の

投
資
を

呼
び
込

み
を
図

っ
た
結

果
、
国

内
外

か
ら

5
00

社
以

上
の
企

業
が
当

地
に
進

出
し

た
。
人

口
2
00

万
人
を

超
え

、
多

く
の
雇

用
を
生

み
出
し

て
い
る

。
他

方
、
陸
の

孤
島
と

表
現
さ

れ
る
こ

と
も
多

く
、

他
地

域
と
の

陸
路
と

の
つ
な

が
り
は

な
く
、
水

運
が

多
く
利

用
さ
れ

る
。
乾

季
と
雨

季
で
水

位
が
大

き
く
異

な
り
、
マ

ナ
ウ

ス
市

の
港
は

最
大

1
6
m
の
差

で
上
下

す
る
浮

桟
橋
状

に
な
っ

て
い
る

。
観

光
業
に

お
い
て

は
、
エ

コ
ツ
ア

ー
に
よ

る
収
入

が
大

き
く
、
こ

の
た
め

森
林
保

全
意
識

が
強
く

、
森
林

を
保
全

す
る
こ

と
が
経

済
活
動

に
つ
な

が
る
と

い
う
意

識
が
あ

る
。

 

 ・
マ

ナ
ウ
ス

市
の
様

子
 

 
 

マ
ナ
ウ

ス
市
（

都
市
部

）
 

h
tt
p
s:
//
fo

ru
m
re
fo
r
ma
u
rb
a
na
.
or
g
.b
r
/2
02
1
/0
8
/2
3
/c
o
nt
e
xt
o-
d
as
-

o
cu
pa
co

es
-
na
-
ci
d
ad

e-
d
e-
m
an
a
us
/  

マ
ナ
ウ

ス
市
（

島
嶼
部

）
 

ht
tp

s:
/
/w
ww
.n

ot
i
ci
as
a
om
i
nu
to
.c

om
.
br
/b
r
as
i
l/
15
43

17
5
/m
ed
o
-d
o
-v
ir
us

-e
-

p
er
d
as
-d
a-

qu
a
re
nt
e
na
-
ac
ua
m-

ri
b
ei
ri
n
ho
s
-n
o-
am

az
o
na
s  

 
 

マ
ナ
ウ

ス
市
（

ジ
ャ
ン

グ
ル
ロ

ッ
ジ
）

 

h
tt
p
s:
//
at

st
u
r.
co
m
/j
p
/ 

マ
ナ

ウ
ス

市
（
ジ

ャ
ン
グ

ル
ロ
ッ

ジ
）
 

ht
tp

s:
/
/a
ts
tu

r.
c
om
/j
p
/ 
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マ
ナ
ウ

ス
市
（

ジ
ャ
ン

グ
ル
ロ

ッ
ジ
）

 

h
tt
p
s:
//
at

st
u
r.
co
m
/j
p
/ 

マ
ナ

ウ
ス

市
（
エ

コ
ツ
ア

ー
）
 

ht
tp

s:
/
/a
ts
tu

r.
c
om
/j
p
/ 

  2
.2
.
 
調

査
対

象
者

 

本
調

査
に

お
い
て

は
、
当

会
が

長
年
活

動
を
実

施
し
て

き
て
い

る
パ
ラ

州
北
東

部
（

ベ
レ
ン

市
、
ト
メ

ア
ス
市

、
カ

メ
タ

市
）
を

中
心

に
、
活

動
・
業

務
分
野

が
川
上

か
ら
川

下
ま
で

の
広
が

り
を
持

つ
よ
う

に
留
意

し
て
調

査
対
象

を
選
定

し
た
。

具
体

的
に
は

、
行

政
・
N
GO

等
の
森

林
（

ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
含

む
）
に

関
わ

る
活
動

を
指
導
・
サ

ポ
ー

ト
す
る

方
々

や
森

林
活
動

を
直
接

的
に
実

施
し
て

い
る
農

家
、
林

産
物
を

原
料
と

す
る
加

工
業
者

、
及
び

、
森
林

等
自
然

資
源
を

利
活
用

し
て

い
る
観

光
業
者

を
対
象

と
し
た

。
 

✔
上

記
1
.3
 
②
の

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

に
つ
い

て
は
、

以
下
の

対
象
者

計
10

名
に

対
し

て
行

っ
た
。

 

・
行
政

2
名
（

パ
ラ
ー

州
農
業

水
産
開

発
局
 

小
長
野

氏
（

ト
メ

ア
ス
ー

市
）
、
同
州

森
林
開

発
・
生

物
多
様

性
研
究

所
 

ケ
イ
ラ

ー
氏
（

マ
ラ
バ

ー
市
）
）
 

・
N
GO

団
体

2
名
（
ア

マ
ゾ
ン

森
林
友

の
会
 

佐
藤
氏
（

ベ
レ
ン

市
）、

ペ
ア
ビ

ル
研
究

所
 
ジ

ョ
ア
ン

氏
（

ベ
レ

ン
市
）
）
 

・
ア

グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
農
家

2
名
（

坂
口
氏

（
ト
メ

ア
ス
ー

市
）
、
ビ

ゾ
ー
ホ
氏

（
カ
メ

タ
ー
市

））
 

・
シ

ー
ド

オ
イ
ル

生
産
農

家
1
名

（
プ
リ

モ
ッ
チ

氏
（
カ

メ
タ
ー

市
））

 

・
シ

ー
ド

オ
イ
ル

加
工
業

者
1
名

（
ト
メ

ア
ス
ー

農
協
 

角
田
氏

（
ト
メ

ア
ス
ー

市
））

 

・
家

具
職

人
1
名

（
エ

ウ
ソ
ン
氏

（
ト
メ

ア
ス
ー

市
）
 

・
観

光
業

者
1
名

（
ア

マ
ゾ
ン
ト

ラ
ベ
ル

サ
ー
ビ

ス
 
島

氏
（
マ

ナ
ウ
ス

市
））

 

  2
.3
.
 
調

査
日

程
 

  

調
査

内
容

 
日

に
ち

 

①
 
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

調
査
の

準
備
、

ア
ポ
取

り
 

2
02
1
年

12
月

7
日
～
1
2
日

 

②
 
コ
ロ

ナ
状
況
等

の
資
料

取
集
・

整
理
 

2
02
2
年

1
月

3
日
～

11
日
 

③
 
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー

調
査
実

施
 

 

対
象

者
1
 
小
長

野
氏
 

1
2
月

7
日
 

対
象

者
2
  
佐
藤

氏
 

1
2
月

8
日
 

対
象

者
3
  
ケ
イ

ラ
ー
氏

 
1
2
月

1
0
日
 

12
 

 

対
象

者
4
  
エ
ウ

ソ
ン
氏

 
1
2
月

1
5
日
 

対
象

者
5
 
坂
口

氏
 

1
2
月

1
6
日
 

対
象

者
6
 
角
田

氏
 

1
2
月

1
7
日
 

対
象

者
7
 
島
氏

 
1
2
月

2
0
日
 

対
象

者
8
 
ビ
ゾ

ー
ホ
氏

 
1
2
月

2
1
日
 

対
象

者
9
 
プ
リ

モ
ッ
チ

氏
 

1
2
月

2
2
日
 

対
象

者
1
0
 
ジ

ョ
ア

ン
氏
 

1
月

6
日
 

④
進
捗

報
告
 

1
2
月

1
7
日
、
1
月

1
6
日
 

⑤
報
告

書
取
り

ま
と
め

・
提
出

 
1
月

7
日

～
3
1
日
 

  3
.
 

調
査

結
果

 

3
.1
.
 
ブ

ラ
ジ

ル
に

お
け
る

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
感

染
状
況

の
推
移

と
社
会

的
な
対

応
 

（
１

）
コ
ロ

ナ
ウ
ィ

ル
ス
の

感
染
状

況
の
推

移
 

ブ
ラ

ジ
ル

に
お
い

て
は
最

初
の
新

型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ

ル
ス
感

染
者
確

認
が
発

表
さ
れ

た
の
が

2
02
0
年

2
月

2
6
日
の

カ
ー

ニ
バ

ル
の
最

中
で
あ

っ
た
。
直

近
で
イ

タ
リ
ア
・
ロ
ン
バ

ル
デ
ィ

ア
州
に

滞
在
歴

の
あ
る

人
で
あ

っ
た
。
そ

の
後
、
3
月
に

入
り

ブ
ラ
ジ

ル
国
内

各
地
で

感
染
者

が
確
認

さ
れ
始

め
、
3
週

間
の
間
に

加
速
度

的
に
感

染
確
認

者
数
が

増
加
し

た
。
潜

伏

期
間

を
考

慮
す

る
と

カ
ー

ニ
バ

ル
前

の
時

期
か

ら
感

染
が

拡
が

り
始

め
て

い
た

と
考

え
る

の
が

妥
当

で
あ

る
と

思
わ

れ
る

。 

急
激

な
感

染
拡
大

を
受
け

て
、
ブ

ラ
ジ
ル

各
地
で

厳
し
い

移
動
・
行

動
制

限
が
課

さ
れ
る

よ
う
に

な
り
、
パ

ラ
州

に
お
い

て
も

ベ
レ
ン

市
周
辺

を
対
象

に
3
月

下
旬

か
ら
ロ

ッ
ク
ダ

ウ
ン
と

な
り
、

不
急
不

要
の
活

動
は
停

止
、
市

内
移
動

に
つ
い

て
も

必
要
な

行
動
（

生
活
必

需
品
の

買
物
、
等

）
に
限

定
さ

れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
ま

た
、
各

地
で

病
院
の

受
入
れ

能
力
を

超
え

る
入
院

者
数
と

な
り
、
政

府
に
よ

る
野
外

病
院
が

設
営
さ

れ
て
急

激
な
患

者
増
に

対
応
す

る
事
態

と
な
っ

た
。
な

お
、

こ
の

野
外
病

院
の
機

材
・
設

営
な
ど

を
め
ぐ

り
、
汚

職
事
件

が
取
り

沙
汰
さ

れ
た
ケ

ー
ス
も

散
見
さ

れ
た
。
ブ

ラ
ジ

ル
全
国

で
は

6
月

頃
ま

で
は

感
染
者

確
認
者

数
が
高

止
ま
り

す
る
状

態
が
継

続
し
、

そ
の
後

、
感
染

確
認
が

早
か
っ

た
地
域

で
は

減
少

傾
向
に

な
る
一

方
で
、
他

の
地

域
へ
の

拡
が
り

が
見
ら

れ
る
等

、
全
国

的
に
は

高
止
ま

り
し
た

状
態
が

継
続
し

た
。
こ

の
間

、
ボ

ル
ソ

ナ
ロ

大
統

領
は

新
型

コ
ロ

ナ
は

単
な

る
風

邪
だ

と
科

学
的

見
解

を
軽

視
す

る
言

動
を

繰
り

返
し

、
保

健
大

臣
が

短
期
間

で
2
回

入
れ
替

わ
る
等

の
政
治

的
混
乱

も
生
じ

た
。
そ
の

後
、
7
月
下

旬
を

ピ
ー
ク
（
1
日
の

感
染
者

数
7
万

人
弱

、
7
日

間
平

均
4
.7

万
人

程
度

）
と
し

て
全
国

的
に
減

少
傾
向

と
な
り

、
1
1
月
初

旬
に
は

1
日

の
感

染
者
数
が

1
万

人
程

度
（

7
日
間

平
均
で

1
.
7
万

人
程

度
）
ま
で

減
少
し

た
。
8
月

頃
か
ら
各

地
に
お

け
る
移

動
・
行

動
制
限

を
、
感

染
予

防
対

策
を
実

施
す
る

こ
と
を

条
件
に

、
次
第

に
緩
和

し
て
い

く
動
き

が
拡
大

し
、
1
1
月
頃

に
は
人

通
り
も

多
く
な

り
、
マ

ス
ク

着
用

な
ど

の
基

本
感

染
予

防
対

策
は

取
ら

れ
な

が
ら

も
日

常
生

活
に

お
け

る
行

動
制

限
は

ほ
と

ん
ど

な
く

な
っ

た
と

言
っ

て
も
過

言
で
は

な
い
状

況
と
な

っ
た
。

 

2
0
2
0
年

末
に
は
世

界
各
地

で
変
異

株
（
デ

ル
タ
株

等
）
が

確
認
さ

れ
る
よ

う
に
な

り
、
ブ

ラ
ジ
ル

に
お
い

て
も
、

年
末

（
ク

リ
ス

マ
ス

休
暇

等
）

に
か

け
て

の
人

の
移

動
と

重
な

る
よ

う
に

感
染

者
数

が
増

加
し

て
い

く
こ

と
と

な
っ

た
。

さ
ら

に
、

2
0
2
1
年

1
月

に
は
マ

ナ
ウ
ス

市
か
ら

日
本
に

入
国
し

た
人
か

ら
変
異

株
（

ガ
ン

マ
株
）

が
確
認

さ
れ
る

と
い
う

事
例

も
発

生
し
た

。
こ

の
頃
、
マ
ナ

ウ
ス
市

に
お
い

て
は
、
ガ

ン
マ
株

が
猛
威

を
振
る

う
状
況

と
な
り

、
酸

素
吸
入

が
必
要

と
な

る
重

症
者
数

が
急
激

に
増
加

し
、
酸

素
ボ
ン

ベ
が
不

足
す
る

深
刻
な

事
態
に

な
っ
た

。
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①
 
ブ
ラ

ジ
ル
全

国
の
感

染
者
数

推
移
 

  

図
9
．
ブ

ラ
ジ
ル
に

お
け
る

1
日

の
新
規

感
染
者

数
（
2
02
2
年

1
月

2
8
日

時
点

）
 

出
典
:
G
o
o
g
le

検
索

 
2
02
1
年

1
月

2
9
日
 

（
h
t
t
ps
:
/
/
ww
w
.
go
o
g
l
e
.c
o
m/

se
a
r
ch

?q
=
%E
3
%
83

%9
6
%E
3
%
83

%A
9
%
E3
%
8
2
%B
8
%
E
3
%8
3
%A
B
+
%
E
3%
8
2%

B3
%
E
3%

83
%
AD
%
E
3

%
8
3
%
8
A
）
  

 
 

 
 

 
 

図
1
0
．
ブ

ラ
ジ

ル
に

お
け
る

累
計
感

染
者
数

（
2
02
2
年

1
月

2
8
日
時
点

）
 

出
典
：
W
o
r
l
d
me
t
e
r
 (
h
t
tp

s:
/
/
ww

w.
w
o
rl
d
om

et
e
r
s.

in
f
o/
c
o
ro

na
v
ir
u
s
/
c
ou
n
t
r
y/
b
r
az
i
l
/
)
 

 
②

 
ブ
ラ

ジ
ル
全

国
の
死

亡
者
数

 

ブ
ラ
ジ

ル
で
は

20
22

年
1
月

28
日

時
点

で
、
コ

ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
累
計

感
染

確
認
者

数
は

25
,0

40
,1

61
人

で
あ

る
（
図

11
）
。

上
述
の

通
り
、

20
20

年
5
月

頃
よ

り
感

染
者
数

が
急
激

に
増
加

し
始

め
、

11
月

頃
に
は

上
昇

曲
線
が

一
度
緩

や
か

に
な

る
が

、
そ
の

後
、
元

の
カ
ー

ブ
と

同
等
に

な
っ
て

い
る
。

20
21

年
8
月

頃
か
ら

増
加
速

度
が
急

激
に
緩

や
か

に
な
っ

14
 

 て
い

る
が

、
20

22
年

1
月

か
ら

、
新

し
い
変

異
種
（

オ
ミ
ク

ロ
ン
株

）
の
流

行
に
よ

り
、

再
度
増

加
傾
向

に
あ
る

。
 

 
図

1
1
．

ブ
ラ
ジ
ル

に
お
け

る
1
日

の
死
亡

者
数
（

2
02
2
年

1
月

2
8
日

時
点
）

 

出
典

:
Go
o
g
le

検
索
 

2
0
2
1
年

1
月

2
9
日
 

（
h
t
t
ps
:
/
/
ww
w
.
go
o
g
l
e
.c
o
m/

se
a
r
ch

?q
=
%E
3
%
83

%9
6
%E
3
%
83

%A
9
%
E3
%
8
2
%B
8
%
E
3
%8
3
%A
B
+
%
E
3%
8
2%

B3
%
E
3%

8
3
%
A
D
%E
3
%
83
%
8
A
）

 

 
 

 
 

 
 

図
1
2
．
ブ

ラ
ジ
ル

に
お
け

る
累
計

死
者
数

（
2
02
2
年

1
月

2
8
日
時
点

）
 

出
典

：
W
or

ld
m
et
e
r
 
(
ht
t
ps
:
/
/
w
ww
.
w
o
rl
d
o
me

te
r
s
.i
n
fo

/c
o
r
on

av
i
ru
s
/
co

un
t
ry
/
b
r
a
zi
l
/
)
 

 
死

者
数

は
20

22
年

1
月

28
日

時
点

で
、

62
5,

94
8
人

で
あ

る
（
図

12
）
。

20
20

年
5
月
頃

か
ら
急

激
に
増

加
し

て
い

る
が
、
ワ

ク
チ

ン
接
種

や
政
府

に
よ
る

規
制
が

進
ん

だ
結
果

、
20

21
年

8
月

頃
か
ら

増
加
が

緩
や

か

に
な

っ
て

い
る

。
 

169



15
 

  
③

 
世
界

保
健
機

関
（

W
H

O
）

の
デ

ー
タ

 

 

図
1
3
．
ブ

ラ
ジ

ル
に

お
け
る

累
計
感

染
者
数
（

上
段

）
と
死

者
数
（

下
段
）（

2
02
2
年

1
月

2
8
日
時
点

）
 

出
典
：
世
界

保
健
機

関
 
(h
t
tp

s:
/
/
co

vi
d
19
.
w
h
o
.i
n
t/
r
e
g
i
on
/
a
m
ro
/
c
ou

nt
r
y
/b
r
)
 

 
世

界
保

健
機
関

（
20

22
）

は
、
感

染
者
数

が
20

22
年

1
月

28
日
時

点
で

24
,5

35
,8

84
人
、

死
者
数

は
62

4,
41

3
人

で
あ

る
と

報
告
し

て
い

る
（

図
12

）
。
図

11
、
図

13
と

同
様
に

20
20

年
5
月

頃
か
ら

感
染
者

数
・
死

亡
者

数
が
増

加
し
、

20
21

年
8
月

頃
か

ら
緩

和
し

始
め
て

い
る
。

 
 ④

 
ブ
ラ

ジ
ル
保

健
省
の

デ
ー
タ

 

 
 

 
 

 
図

1
4
．
ブ

ラ
ジ

ル
に

お
け
る

感
染
者

数
（
2
0
2
2
年

1
月

25
日

時
点
）
 

出
典

：
ブ

ラ
ジ
ル

保
健
省

（
h
tt
p
s
:
/
/c
o
vi

d.
s
a
ud
e
.g

ov
.
b
r/

）
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ブ

ラ
ジ

ル
保

健
省

（
20

22
）

は
、

ブ
ラ

ジ
ル

で
は

20
22

年
1

月
25

日
時

点
で

、
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
数

は

24
,3

11
,3

17
人

で
あ
る

と
報

告
し
て

い
る
（

図
14

）
。

20
20

年
1
月
か

ら
増
加

し
続
け

て
お
り

、
8
月

頃
か
ら

緩
和

し
始

め
て

い
る

が
、

オ
ミ
ク

ロ
ン
株

の
流
行

に
よ
り

12
月

頃
か
ら

急
増

し
て
い

る
。

 

 
 

 
 
 

 
図

1
5
．
ブ

ラ
ジ
ル

に
お
け

る
累
計

死
者
数

（
2
02
2
年

1
月

2
5
日
時
点

）
 

出
典

：
ブ

ラ
ジ
ル

保
健
省

（
h
tt
p
s
:
/
/c
o
vi

d.
s
a
ud
e
.g

ov
.
b
r/

）。
 

 
ブ

ラ
ジ

ル
保
健

省
は

、
ブ
ラ

ジ
ル
で

は
20

22
年

1
月

25
日

時
点

で
、

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感
染

に
よ
る

累
計
死

者
数
は

62
3,

84
3
人

で
あ

る
と
報

告
し

て
い
る

（
図

15
）
。

20
21

年
1
月

か
ら

増
加
し

続
け
て

お
り
、

8
月
頃

か
ら

増
加
速

度
が

緩
和

し
始

め
て

い
る
。

 

 
図

1
6
．
ブ

ラ
ジ
ル

国
内
の

各
州
に

お
け
る

感
染
者

数
（
2
0
2
0
年

2
月

～
1
1
月
）
 

出
典

：
ブ

ラ
ジ
ル

保
健
省

（
h
tt
p
s
:
/
/c
o
vi

d.
s
a
ud
e
.g

ov
.
b
r/

）
 

170
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図

1
7
．
ブ

ラ
ジ
ル

北
部
地

域
の
各

州
に
お

け
る
感

染
者
数

（
2
02
0
年

2
月

～
1
1
月

）
 

出
典

：
ブ

ラ
ジ
ル

保
健
省

（
h
tt
p
s
:
/
/c
o
vi

d.
s
a
ud
e
.g

ov
.
b
r/

）
 

 
ブ

ラ
ジ

ル
保
健

省
の

サ
イ
ト

で
は
州

別
の
数

値
は

20
20

年
2
月
～

11
月
の

デ
ー

タ
し
か

閲
覧
す

る
こ
と

が
で

き
な
い

状
況

で
あ

る
。

サ
ン
パ

ウ
ロ
州

で
感
染

者
数
が

1,
11

7,
79

5
人
（

20
21

年
11

月
7
日

の
時
点

）
と

最
も
多

い
と
報

告
し

て
い

る
（
図

16
）
。
サ

ン
パ
ウ

ロ
州
と

他
州
と

の
差
が

大
き
く

あ
り

、
パ

ラ
ー
州

は
25

3,
22

9
人

で
ブ
ラ

ジ
ル
全

体
で
は

8
番

目
に
感

染
者

数
が
多

く
、
北

部
地
域

で
は
最

も
感
染

者
数
が

多
い
州

と
な

っ
て
い

る
（
図

17
）
。

 
 

⑤
 
ア
マ

ゾ
ナ
ス

州
（
マ

ナ
ウ
ス

市
所
在

州
）
に

お
け
る

感
染
者

数
推
移

 

 
図

1
8
．

ア
マ
ゾ

ナ
ス
州

に
お
け

る
1
日
当
た

り
新
規

感
染
者

数
（
2
0
20

年
5
月

2
1
日
～

2
0
22

年
1
月

28
日
）
 

出
典

:
Go
o
g
le

検
索
 

2
0
2
1
年

1
月

2
9
日

（
h
t
t
ps
:
/
/
ww
w
.
go
o
g
l
e
.c
o
m/

se
a
r
ch

?q
=
%E
3
%
83

%9
6
%E
3
%
83

%A
9
%
E3
%
8
2
%B
8
%
E
3
%8
3
%A
B
+
%
E
3%
8
2%

B3
%
E
3%

8
3
%
A
D
%E
3
%
83
%
8
A
）
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ア

マ
ゾ

ナ
ス
州

で
は

20
21

年
1
月
に

ガ
ン

マ
株
が

急
激
に

広
が
り

、
酸

素
ボ
ン

ベ
が
不

足
す
る

事
態
と

な
っ

た
が

、
図

19
で

示
さ

れ
る

20
22

年
1
月

～
2
月
の

ピ
ー
ク

が
そ
れ

に
相
当

す
る
。

 
 

⑥
 
パ
ラ

州
に
お

け
る
感

染
者
数

推
移

 

 
図

1
9
.
 

パ
ラ
ー

州
に
お

け
る
感

染
者

数
と
死

者
数
（

2
0
22

年
1
月

29
日
時

点
）
 

出
典

：
パ

ラ
ー
州

公
共
保

健
局
（

h
t
t
ps
:
//

ww
w
.
co
v
id

-1
9
.
pa

.g
o
v.
b
r
/#

/
）
 

 
20

22
年

1
月

29
日
時

点
で

、
パ
ラ

ー
州
に

お
け
る

感
染
者

数
は

64
7,

62
8
人

、
死

者
数
は

17
,3

40
人
で

あ
る

（
図

19
）
。

ベ
レ
ン

市
で
は

感
染
者

数
は

11
0,

31
6
人

、
死

者
数
は

5,
16

7
人
で

あ
る
。

 
 （（

２２
））

ブブ
ララ

ジジ
ルル

全全
体体
にに

おお
けけ

るる
感感

染染
予予

防防
対対

策策
にに

よよ
るる

各各
種種
制制

限限
とと

社社
会会

的的
対対

応応
  

20
20

年
2
月

26
日
に

、
ブ

ラ
ジ
ル

初
め
て

の
感

染
者
が

サ
ン
パ

ウ
ロ
州

に
お
い

て
確
認

さ
れ
た

が
、
当

時
、
ブ

ラ
ジ

ル
へ

の
入

国
制

限
は
な

か
っ
た

。
3
月

15
日

に
、
ブ

ラ
ジ

ル
保
健

省
は
全

て
の
伝

染
フ
ェ

ー
ズ
に

あ
る
各

州
・
各

市
に
対

す
る

共
通

の
一

般
的
推

奨
と
し

て
、
疑

い
症

例
者
の

14
日

間
隔

離
、
現
状

や
定
義

の
幅
広

い
通
知

、
手

洗
い
場

所
の

開
放

等
を

決
定

し
た
。

3
月

26
日
に

、
ブ

ラ
ジ

ル
政

府
は
水

運
に
よ

る
ブ
ラ

ジ
ル
領

土
内
の

港
及
び

そ
の
他

の
地
点

に
お

け
る

外
国

人
の

上
陸

を
、
国

籍
を

問
わ
ず

、
30

日
間

制
限
す

る
措
置

を
発

表
し
た

。
3
月

30
日

に
は

、
全

世
界
か

ら
の
入

国
禁

止
措

置
を

発
効

し
た
。

 
20

20
年

3
月

末
頃

か
ら
サ

ン
パ
ウ

ロ
州
よ

り
も
医

療
体
制

が
脆
弱

な
都
市

で
は
、
外

出
を

規
制
し

違
反
者

に
は

罰
金
を

科
す

と
い

っ
た

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

も
始

ま
っ

て
い

た
。

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

を
行

っ
た

の
は

、
ブ

ラ
ジ

ル
北

部
お

よ
び

北
東

部
の

ベ
レ

ン
市

、
フ
ォ

ル
タ
レ

ー
ザ
市

、
サ
ン

ル
イ
ス

市
、
サ

ル
バ
ド

ー
ル
市

な
ど
で

あ
る
。
リ

オ
デ

ジ
ャ
ネ

イ
ロ
州

も
、
感

染

拡
大

防
止

措
置

を
逐
次

延
長
し

、
一
部

で
は
ロ

ッ
ク
ダ

ウ
ン
を

実
施

し
て
い

た
。

20
21

年
3
月

6
日

か
ら
、
サ
ン

パ
ウ
ロ

州
は

2
週

間
の
間

ロ
ッ

ク
ダ
ウ

ン
に
入

り
（
日

本
経
済

新
聞

, 2
02

1）
、

州
の

緊
急
事

態
を
示

す
「
フ

ァ
ゼ
・

ベ
ル
メ

リ
ャ

（
フ

ェ
ー

ズ
・
レ

ッ
ド
）
」
と

し
て

、
食

品
ス
ー

パ
ー
や

薬
局
な

ど
一
部

の
業
種

を
の
ぞ

き
、
商

店
の

営
業
を

禁
じ
た

。
全

171
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 国
各

地
で
同

様
の
措

置
が
と

ら
れ
て

お
り
、

飲
食
店

の
営
業

は
大
幅

に
制
限

さ
れ
た

。
 

20
20

年
10

月
14

日
に
、
ブ

ラ
ジ
ル

政
府
は

、
ブ

ラ
ジ

ル
へ
の

外
国
人

の
入
国

を
国
籍

に
関
わ

ら
ず
制

限
す
る

措
置
を

一
部

要
件
を

変
更
し

つ
つ
（

外
国

人
の
パ

ラ
グ
ア

イ
か
ら

ブ
ラ
ジ

ル
へ
の

陸
路
に

よ
る
入

国
が
可

能
）、

30
日

間
延
長

す
る

旨
発

表
し
た
（

在
ブ
ラ

ジ
ル
日

本
国
大

使
館

, 2
02

0）
。
ま

た
、

20
20

年
12

月
17

日
に

は
、
国

籍
に

関
わ
ら

ず
、
ブ

ラ
ジ

ル
へ

の
渡
航

に
際
し

て
、
搭
乗

便
に
お

け
る
陰

性
証
明

書
及
び

旅
行
者

健
康
状

態
申
告

書
の
提

示
義
務

が
設
け

ら
れ
た
（

政

令
第

63
0
号
）
。
さ

ら
に
、

12
月

23
日

に
は
（

デ
ル

タ
株
の

流
行
地

域
で
あ

る
）
英

国
か
ら

の
ブ
ラ

ジ
ル
到

着
便
搭

乗
者

に
対

し
て

14
日
間

の
自
主

隔
離
制

限
を
設

け
る
等

の
措
置
（

政
令
第

64
8
号

）
を

発
表

。
20

21
年

1
月

26
日
に

は
、
ブ

ラ
ジ

ル
へ
の

外
国
人

の
入
国

を
国
籍

に
関
わ

ら
ず
制

限
す
る

措
置
を

延
長
す

る
旨
（

政
令
第

65
2
号

）
発

表
し
、

こ
れ
ま

で
の

制
限
等

に
加
え

、（
1）

南
ア

フ
リ

カ
か
ら

の
便
及

び
渡
航

者
に
関

す
る
制

限
が
追

加
さ
れ

、
ま

た
、（

2）
ブ
ラ

ジ
ル
入

国
を

伴
わ
な

い
国
際

ト
ラ
ン

ジ
ッ
ト

に
お
い

て
も
、

PC
R

検
査

陰
性

証
明
書

及
び
旅

行
者
健

康
状
態

申
告
書

の
提
示

が
義

務
づ

け
ら
れ

た
。

20
21

年
11

月
27

日
に

は
、

南
ア
フ

リ
カ
共

和
国
な

ど
か
ら

の
外
国

人
渡
航

者
の
入

国
を
停

止
し
た

（
日

本
貿
易

振
興
機

構
, 2

02
1）

。
搭

乗
前

14
日

以
内
に

南
ア
、
ボ

ツ
ワ
ナ

、
エ

ス
ワ
テ

ィ
ニ
、
レ

ソ
ト
、
ナ
ミ

ビ
ア
、
ジ

ン
バ

ブ
エ
を

出
発
ま

た
は
経

由
し
た

外
国
人

渡
航
者

に
対
し

、
11

月
29

日
か

ら
ブ

ラ
ジ
ル

行
き
の

国
際
便

へ
の
搭

乗
許

可
を

一
時
的

に
停
止

し
た
。
ま
た

、
過

去
14

日
以

内
に
同

6
カ

国
を

出
発
ま

た
は

経
由

し
て

ブ
ラ
ジ

ル
へ
向

か
う
国

際
便

も
同

日
か
ら

一
時
的

に
乗
り

入
れ
を

停
止
し

て
い
る

。
20

22
年

1
月

現
在
で

は
、
ブ

ラ
ジ
ル

国
内
で

は
移
動

制
限
は

な
い

が
、

飛
行
機

搭
乗
時

に
は
ワ

ク
チ
ン

接
種
証

明
書
を

提
示
す

る
必
要

が
あ
る

。
 

ま
た

、
政

府
は
緊

急
経
済

対
策
と

し
て
、

一
定
の

所
得
レ

ベ
ル
ま

で
の
人

に
対
し

て
60

0
レ

ア
ル

/月
（

約
12

,0
00

円
/

月
）
の

補
助

金
を
支

給
す
る

こ
と
を

決
定
し

、
20

20
年

12
月
ま

で
継
続

し
た
。
そ

の
後

、
2 0

21
年
に

は
規
模

を
縮
小

し

て
継

続
支
給

し
て
い

る
。

 
 （ （

３３
））

パパ
ララ

ーー
州州

にに
おお

けけ
るる

制制
限限

感感
染染

予予
防防

対対
策策

にに
よよ

るる
各各

種種
とと

社社
会会

的的
対対

応応
  

20
20

年
3
月

16
日

に
州

知
事
が

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
対

処
措
置

に
関
す

る
法
令

に
署
名

し
、

50
0
人

以
上

の
官

民
イ

ベ
ン

ト
や
会

議
の
制

限
等
を

発
表
し

た
（

A
ge

nc
ia

pa
ra
（

パ
ラ

州
広
報

）
, 2

02
0）

。
3
月

20
日
に

は
非
常

事
態
宣

言
を

行
い

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
関

す
る

追
加

措
置

と
し

て
、

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

や
飲

食
店

を
休

業
さ

せ
る

旨
発

表
し

た
（

在
ブ

ラ
ジ

ル
日

本
国

大
使

館
, 

20
20

）
。

ま
た

、
集

団
ま

た
は

船
舶

の
乗

客
の

州
間

移
動

を
禁

止
し

た

（
A

ge
nc

ia
pa

ra
, 2

02
0）

。
5
月

7
日

か
ら

23
日

ま
で

ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン

と
な
り

、
社

会
上

必
要
不

可
欠
と

認
め
ら

れ
な
い

外
出

や
活
動

を
禁
止

し
た
（

ス
ー
パ

ー
や
銀

行
、
薬

局
は
通

常
通
り

営
業
し

た
）。

 
20

21
年

1
月

14
日

に
は

ア
マ
ゾ

ナ
ス
州

に
お
け

る
デ
ル

タ
株
の

蔓
延
に

伴
い
パ

ラ
ー

州
と
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州
間

の
旅
客

船
の

移
動
を

禁
止
し

た
（

A
ge

nc
ia

pa
ra

, 2
02

0）
。

20
21

年
の
年

明
け
以

降
、
そ
れ

ま
で
減

少
傾
向

に
あ
っ

た
新
規

感
染

者
数

が
再
び

増
加
に

転
じ
て

高
止
ま

り
し
て

い
た
と

こ
ろ
（
図

21
参

照
）
、

3
月

10
日

に
は

21
時

か
ら

5
時

ま
で

の
人
々

の
移

動
を
制

限
し
、

こ
の
日

か
ら

7
日

間
映

画
館
な

ど
の
運

営
禁
止

、
シ
ョ

ッ
ピ
ン

グ
セ
ン

タ
ー
等

の
営
業

時
間
短

縮
な

ど
の

措
置
が

取
ら
れ

た
。
さ

ら
に
、

新
規
感

染
者
数

が
一
段

高
と
な

る
中
、

3
月

15
日

か
ら

22
日

ま
で

、
ベ

レ
ン

大
都

市
圏

の
5
つ

の
市
（

ベ
レ

ン
市
、
ア

ナ
ニ

ン
デ
ウ

ア
市
、
マ
リ

ト
ゥ
ー

バ
市
、
サ
ン

タ
イ
ザ

バ
ル
ド

パ
ラ
ー

市
、
ベ

ネ
ヴ

ィ

デ
ス

市
）
が

ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン

に
入
り

、
対

策
（

マ
ス
ク

着
用
の

徹
底
、
人

の
移
動

の
制
限

、
ス
ー

パ
ー
マ

ー
ケ
ッ

ト
や
薬

局

な
ど

、
不

可
欠
と

考
え
ら

れ
る
サ

ー
ビ
ス

の
み
の

運
営
）
が
講

じ
ら
れ

、
文

民
警
察

の
チ
ー

ム
は
、
ス

ー
パ
ー

や
銀
行

で
の

マ
ス

ク
の
着

用
、
ソ
ー

シ
ャ
ル

デ
ィ
ス

タ
ン
ス

、
各
種

施
設
収

容
許
容

量
の

50
%
ま
で

の
収
容

な
ど
の

状
況
を

監
視
し

た
。

12
月

3
日

に
は
、

州
内
の

ワ
ク
チ

ン
接
種

者
を
増

や
す
た

め
に
、

商
業
施

設
へ
入

る
場
合

、
ま
た

、
イ
ベ

ン
ト
や

会
議
に

参
加

す
る
場

合
は
ワ

ク
チ
ン

接
種
パ

ス
ポ
ー

ト
の
提

示
が
必

須
で
あ

る
旨
を

公
表
し

た
。
さ
ら

に
、
事

業
者
に

対
し
て

は
、

20
 

 従
業

員
が

ワ
ク

チ
ン

接
種

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

に
は

、
こ

れ
を

正
当

な
理

由
と

し
て

解
雇

す
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

措
置

も
盛

り
込

ん
だ
。

こ
の
法

令
に
従

わ
な
い

人
に
は

罰
金
が

科
せ
ら

れ
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

 

図
2
0
．

パ
ラ
州

に
お
け

る
1
日

当
た

り
新
規
感

染
者
数

（
2
02
0
年

5
月

21
日
～

20
2
2
年

1
月

28
日
）

 

出
典

:
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検
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h
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g
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 （（
４４

））
アア

ママ
ゾゾ

ナナ
スス

州州
にに

おお
けけ

るる
感感

染染
予予

防防
対対

策策
にに

よよ
るる

各各
種種

制制
限限

とと
社社

会会
的的

対対
応応

  

2
0
2
0
年

4
月

1
日

か
ら

1
5
日

ま
で

、
同
州

職
員
の

イ
ベ
ン

ト
参

加
停
止

、
居
住

地
外
（

国
、
州

、
市
問

わ
ず
）

へ
の

出
張

停
止

、
イ

ベ
ン
ト

、
ミ
ー

テ
ィ
ン

グ
、
飲

食
店
、

ジ
ム
等

の
停
止

措
置

が
ア
マ

ゾ
ナ
ス

州
政
府

に
よ
り

出
さ
れ

た

（
在

マ
ナ

ウ
ス

日
本
国

総
領
事

館
,
 2

02
0
）
。
2
02

0
年

1
2
月

23
日

に
は

、
ロ

ッ
ク
ダ

ウ
ン
は

発
令
せ

ず
（
4
月
下

旬
、
5

月
上

旬
の

パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
の
ピ

ー
ク
時

同
様
に

）
、

ス
ー
パ

ー
や
薬

局
な
ど

は
通
常

通
り
営

業
し
、

都
市

間
輸
送

サ
ー
ビ

ス
は

継
続

す
る

が
、
バ

ー
や
レ

ス
ト
ラ

ン
が

1
2
月

26
日
か

ら
1
月

1
0
日

ま
で
営

業
を
停

止
し
、

イ
ベ
ン

ト
の

開
催
が

禁
止

と
な

る
等

の
旨
を

発
表
し

た
（
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州
政

府
,
 2
0
2
0
）。

2
02
0
年

12
月

31
日

の
時
点
で

、
ア
マ

ゾ
ナ
ス

州

で
は

累
計

感
染

者
数
が

2
0
1,

01
3
人

で
、
累
計

死
者
数

は
5
,2
8
5
人
に

達
し

て
い
た

（
G
lo

bo
.
co
m
,
 
2
02
0
）。

2
0
2
1
年

1

月
、

ア
マ

ゾ
ナ

ス
州
は

前
年
の

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
第

一
波
と

比
較
す

る
こ

と
の
な

い
レ
ベ

ル
の
病

院
の
医

療
崩
壊

を
経

験
し

た
（

U
ol
.
c
o
m,
 
2
0
2
2）
。
そ

の
原
因

と
な
っ

た
の
は

、
ガ
ン

マ
株

で
あ
り

、
そ
れ

ま
で
循

環
し
て

い
た
他

の
株
よ

り

も
伝

染
性

と
病

原
性
が

高
か
っ

た
。
 
そ
こ

か
ら
、

こ
の
変

異
体
は

全
国
に

広
が
り

、
2
02
1
年

1
月

か
ら

5
月
に

か
け

て
、

2
8
万

人
が
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
で
死

亡
し
た

。
2
02
1
年

8
月

1
8
日

に
、
ア

マ
ゾ

ナ
ス
州

保
健
当

局
は
、

同
州
に

お
け

る
初

め
て

の
デ

ル
タ
株

感
染
事

例
を
公

表
し
、

2
0
日
に

は
、
新

型
コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス
へ

の
対

応
に
関

す
る
経

済
活
動

制
限

措
置

の
延

長
を

発
表
し

た
。
ソ

ー
シ
ャ

ル
・
イ

ベ
ン
ト

は
収
容

可
能
人

数
2
00

人
ま

で
で
、

朝
3
時

ま
で
と

し
、
ホ

テ
ル

で
の

宿
泊

客
は

、
抗
原

検
査
又

は
P
CR

検
査
結

果
の
提

示
が
必

要
と
な

っ
た
。

飲
食

店
や
市

場
で
は

短
縮
営

業
と
な

り
、

客
は

入
店

す
る

際
、
ワ

ク
チ
ン

接
種
証

明
書
の

提
示
が

必
要
と

な
っ
た

。
2
02
2
年

1
月

で
は
、

デ
ル

タ
株
は

ブ
ラ
ジ

ル
の

ゲ
ノ

ム
サ

ン
プ

ル
か
ら

消
失
し

、
現
在

は
デ
ル

タ
株
お

よ
び
オ

ミ
ク
ロ

ン
株

が
流
行

し
て
い

る
。
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（（
４４

））
ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

状状
況況

  

 
図

2
1
．

ブ
ラ
ジ
ル

に
お
け

る
1
日

当
た
り

ワ
ク
チ

ン
接
種

者
数
（

2
0
21

年
1
月

17
日
～

2
0
22

年
1
月

29
日
）
 

出
典

:
G
o
og
l
e
検
索

 
2
02
1
年

1
月

3
0
日

（
h
t
t
p
s
:/
/
ou

rw
o
r
ld

in
d
at
a
.
o
r
g/
c
o
v
id
v
a
cc

in
a
t
io
n
s
?
co
u
n
t
r
y=
B
RA

）
 

 ブ
ラ

ジ
ル

で
は

20
21

年
1
月

17
日
か

ら
ワ
ク

チ
ン
接

種
が
開

始
し
、
こ

れ
ま
で

16
9,

82
5,

84
7
人

が
一

回
以
上

接
種

し
て

い
る
（

図
21

）
。

ブ
ラ

ジ
ル
国

家
衛
生

監
督
庁

（
A

N
V

IS
A
）
は

20
21

年
1
月

17
日

、
ブ
ラ

ジ
ル
が

中
国
の

シ
ノ

バ
ッ

ク
・
バ

イ
オ

テ
ッ
ク

と
共
同

開
発
し

た
「

コ
ロ
ナ

バ
ッ
ク

」
と

、
英

国
の

オ
ッ
ク

ス
フ
ォ

ー
ド
大

学
が
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ

カ
と

共
同
開

発
し
た

「
コ
ビ

シ
ー
ル

ド
」
の

2
種

類
の

新
型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

ワ
ク
チ

ン
の
緊

急
使
用

（
合
計

80
0
万

回

分
）
を

承
認

し
た
（

日
本
貿

易
振
興

機
構

, 2
02

0）
。
サ

ン
パ
ウ

ロ
州
政

府
は

A
N

V
IS

A
の
承

認
後

、
連
邦

政
府
の

接
種
計

画
に

先
立
つ

か
た
ち

で
、
ブ

ラ
ジ

ル
初
の

新
型
コ

ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン

接
種
（

シ
ノ

バ
ッ
ク
・
バ

イ
オ

テ
ッ
ク

）
を

開
始
し

た
。

同
州

政
府

が
公

式
サ

イ
ト

で
更

新
し

て
い

る
同

ワ
ク
チ

ン
の

接
種
状

態
示

す
「

ワ
ク

チ
ン

メ
ー

タ
ー

」
に

よ
る

と
、

20
21

年
1
月

22
日
ま

で
に

10
万

人
以

上
が

接
種

し
た
こ

と
が
分

か
る
。

こ
れ
ま

で
、
コ

ロ
ナ
バ

ッ
ク
、

ア
ス
ト

ラ
ゼ
ネ

カ
、

フ
ァ

イ
ザ
ー

、
ヤ
ン

セ
ン
フ

ァ
ー
マ

（
J&

J
子

会
社

）
の
製

造
に
よ

る
ワ
ク

チ
ン
が

使
用
さ

れ
て
い

る
。
世

界
保
健

機
関

 
(2

02
1)
に

よ
れ
ば

、
ブ
ラ

ジ
ル
で

は
20

21
年

12
月

22
日

の
時

点
で
合

計
31

5,
18

0,
27

4
回

の
ワ

ク
チ
ン

接
種
が

行
わ

れ
て

い
る
。

20
21

年
10

月
27

日
に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ
感

染
者
の

99
.7
％

は
デ
ル

タ
株
感

染
だ
っ

た
事
が

判
明
と

、
サ
ン

パ
ウ

ロ
市
市

役
所
が

発
表
し

た
（
ニ

ッ
ケ
イ

新
聞
、
20

21
）
。
サ

ン
パ
ウ
ロ

市
は

10
月

25
日
の

時
点
で

成
人
人

口
の

10
0％

が
ワ

ク
チ
ン

接
種
を

完
了
済

み
と
報

告
し
て

い
る
。

 
ワ

ク
チ
ン

接
種
証

明
書
に

つ
い
て

は
、

20
21

年
10

月
18

日
か
ら

、
全
て

の
州
で

、
ス
ポ

ー
ツ
競

技
や
パ

ー
テ
ィ

ー
な

ど
の

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
伝

染
の

リ
ス

ク
の

高
い

活
動

に
お

い
て

、
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
対

す
る

ワ
ク

チ
ン

接
種

証
明

を
提

示
す

る
こ
と

が
義
務

付
け
ら

れ
た
。
ル

ー
ル

は
場
所

に
よ
っ

て
異
な

り
、
一

般
に
、
ワ

ク
チ
ン

パ
ス
ポ

ー
ト
と

も
呼
ば

れ
る

ワ
ク

チ
ン

接
種

証
明

書
は

、
コ

ン
サ

ー
ト

な
ど

多
数

の
人

々
が

参
加

す
る

イ
ベ

ン
ト

で
必

要
と

さ
れ

る
が

、
レ

ス
ト

ラ
ン

や
ホ

テ
ル
へ

の
入
場

も
必
要

と
な
る

（
G

lo
bo

.c
om

, 2
02

1）
。

 
パ

ラ
ー
州

で
は

20
21

年
1
月

18
日
に

初
め
て

ワ
ク
チ

ン
が
到

着
し
、

19
日

か
ら

接
種
が

始
ま
り

、
医
療

従
事
者

、
長

期
で

施
設
に

滞
在
し

て
い
る

60
歳

以
上
の

市
民
、
先
住

民
等
を

優
先
に

接
種
を

行
っ
た

。
20

22
年

1
月

15
日
に

、
5
歳

22
 

 か
ら

11
歳

ま
で

の
子
供

の
ワ
ク

チ
ン
接

種
を
開

始
し
た

。
20

21
年

1
月

30
日
の

時
点
で

合
計

12
,1

19
,2

16
回

の
ワ
ク

チ
ン

接
種
が

行
わ
れ

、
人
口

の
79

.9
％

が
1
回

の
予

防
接
種

を
受
け

て
い
る

（
パ
ラ

ー
州
保

健
局
，

20
21

）
。

 
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州
マ

ナ
ウ
ス

市
で
は

、
2
02
1
年

1
月

1
8
日

に
ワ
ク

チ
ン
が

到
着
し

、
医
療

従
事
者

な
ど
規

定
の
優

先
順

位
に

従
っ
て

接
種
が

開
始
さ

れ
た
（

G
l
ob
o
.
co

m,
 
2
02
1
）
。

１
月
当
時

は
病
院

の
酸
素

不
足
に

よ
る
保

健
シ
ス

テ
ム
の

崩

壊
状

況
に
あ

る
時
で

あ
っ
た

。
2
02
2
年

1
月

1
7
日

に
は

5
歳

か
ら

11
歳

ま
で

の
子
供

の
ワ
ク

チ
ン
接

種
を
開

始
し
た

。

1
8
日

時
点

で
は

、
少

な
く
と

も
人
口

の
64
.
3
％

が
1
回
の

予
防

接
種
を

受
け
て

い
る
。

20
21

年
1
月

30
日

の
時
点

で

合
計

3,
59

1,
02

7
回

の
ワ

ク
チ
ン

接
種
が

行
わ
れ

て
い
る

（
ア
マ

ゾ
ナ
ス

州
政
府

，
20

22
）
。

 
 3
.2
.
 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
要
点
 

①①
小小

長長
野野
氏氏

（（
パパ

ララ
ーー

州州
農農

業業
水水

産産
開開

発発
局局

アア
ドド

ババ
イイ

ザザ
ーー

））
  

・
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

を
実
践

す
る
小

農
家
等

に
対
し

て
農
業

指
導
を

す
る
州

政
府
職

員
の
現

地
指
導

の
訪
問

が
な

く
な

っ
た

、
も
し

く
は
、

訪
問
頻

度
が
減

少
し
た

（
コ
ロ

ナ
を
口

実
に
訪

問
し
て

い
な
い

可
能
性

も
あ
る

）。
 

・
小

長
野
氏

は
S
NS

ツ
ー
ル

（
W
ha
t
s
a
pp
）

を
利
用

し
な

が
ら

農
業
技

術
指
導

を
継
続

し
た
。

 

→
現

地
訪
問

が
で
き

な
い
状

況
で
あ

っ
て
も

、
農
業

者
の
状

況
を
把

握
し
て

い
れ
ば

、
リ
モ

ー
ト
で

も
一
定

の
サ
ポ

ー
ト

は
で

き
る

。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
以
降

、
農
作

物
の
値

段
が
下

落
し
た

。
売
上

が
減
少

す
る
一

方
、
肥

料
な
ど

の
農
業

資
材
の

価
格
は

高

騰
。

さ
ら

に
は
消

費
者
物

価
上
昇

に
よ
り

、
特
に

家
族
農

業
等
の

小
農
家

で
は
生

活
が
苦

し
い
状

況
に
な

っ
て
い

る
。
 

・
自

分
の

周
辺
農

家
で
は

畑
に
行

く
頻
度

が
減
少

し
て
い

る
様
子

が
見
受

け
ら
れ

、
手
入

れ
不
足

で
草
が

繁
茂
し

て
い

る
。
肥

料
価
格

高
騰
で

、
施
肥

が
十
分

に
で
き

ず
、
コ

シ
ョ
ウ

（
注
：

ト
メ
ア

ス
の
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

に
お
け

る
主
要

作
物
で

最
も
手

入
れ
が

優
先
さ

れ
る
作

物
）
は

葉
が
黄

色
く
な

っ
て
い

る
（
栄

養
不
足

が
顕
著

な
状
況

が
見
て

取
れ
る

）
。

最
近

は
コ

シ
ョ
ウ

も
ア
サ

イ
ー
も

値
段
が

上
昇
し

て
き
て

お
り
、

状
況
は

改
善
し

つ
つ
あ

る
。
 

・
銀

行
融
資

を
受
け

る
た
め

に
は
農

業
技
師

に
よ
る

農
場
訪

問
に
基

づ
い
た

技
術
評

価
が
必

須
と
な

る
が
、

こ
の
訪

問
が

実
施

さ
れ

ず
に
銀

行
融
資

が
停
滞

し
た
。

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
向
け

の
融
資

プ
ロ
グ

ラ
ム
が

存
在
す

る
が
、

本
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
融
資

残
高
が

伸
び
悩

み
、
複

数
の
銀

行
で
こ

の
融
資

枠
の
金

額
は
余

っ
て
い

る
状
況

と
聞
い

て
い
る

。
資

金
に

余
裕

の
あ
る

農
家
は

私
的
に

契
約
し

て
技
師

を
使
え

る
が
小

農
家
は

こ
れ
が

で
き
な

い
（
農

業
普
及

後
者
等

の
公

的
サ

ー
ビ

ス
（
無

料
で
実

施
し
て

も
ら
え

る
）
に

依
存
し

て
い
る

状
況
）。

 

・
農

業
投
資

額
が
コ

ロ
ナ
以

前
は

1
0.
0
00

レ
ア

ル
/
ha

で
可
能

で
あ
っ

た
の
が

、
流
行

後
は
肥

料
等
の

農
業
資

材
の
高

騰
、

及
び

、
全
般

的
な
イ

ン
フ
レ

に
よ
っ

て
2
0.

00
0
/h
a
レ
ア

ル
に
上
が

っ
て
い

る
。
小

長
野
氏

は
刈
り

取
っ
た

雑
草

を
緑

肥
と

し
て
使

う
な
ど

、
コ
ス

ト
が
か

か
ら
な

い
よ
う

に
し
て

い
る
。

 

・
都

市
部
に

住
ん
で

い
る
人

た
ち
は

失
業
し

、
食
料

品
も
買

え
な
く

、
政
府

か
ら
生

活
補
助

金
を
受

給
し
て

い
る
が

、
そ

れ
だ

け
で

は
生
活

に
困
窮

し
て
し

ま
う
。

農
家
は

食
べ
物

に
は
自

給
自
足

で
困
ら

な
い
状

況
は
維

持
で
き

て
い
る

。
 

 ② ②
佐佐

藤藤
氏氏
（（

NN
GG
OO
アア

ママ
ゾゾ

ンン
森森

林林
友友

のの
会会

））
  

・
最

近
の
活

動
と
し

て
、
農

業
学
校

の
生
徒

に
対
し

て
、
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

の
実
践

指
導
を

行
う
取

組
を
実

施
し

て
い

る
が

、
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
発
生

当
初
は

生
徒
が

学
校
に

登
校
で

き
な
く

な
り
、

指
導
が

で
き
な

か
っ
た

。
ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

後
も

学
校
か

ら
の
活

動
に
対

す
る
正

式
許
可

が
出
ず

、
各
個

人
の
自

己
責
任

で
、
自

発
的
な

行
動
と

い
う
こ

と
で

活
動

を
継

続
し
た

。
 

・
ロ

ッ
ク
ダ

ウ
ン
時

に
は
農

場
の
近

く
に
住

ん
で
い

る
人
は

よ
い
が

離
れ
て

い
る
と

こ
ろ
に

住
ん
で

い
る
人

は
農
場

に
行

173
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く
の

も
大

変
だ
っ

た
。
 

・
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
期

間
中
も

、
企
業

の
社
会

活
動
等

、
義
務

と
し
て

課
せ
ら

れ
た
環

境
保
全

活
動
な

ど
の
ニ

ー
ズ
は

継
続

し
て

あ
り

、
こ
れ

を
行
動

制
限
の

下
で
実

施
す
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
る
状

況
下
、

様
々
に

や
り
く

り
を
し

て
、
計

画
作

成
か

ら
実

行
部
分

の
準
備

を
行
っ

た
。
 

・
ベ

レ
ン
周

辺
の
都

市
で
は

パ
ン
デ

ミ
ッ
ク

の
間
は

、
農
地

不
動
産

投
資
が

収
ま
り

、
森
林

減
少
は

少
な
か

っ
た
。

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

が
落
ち

着
く
と

、
農
地

不
動
産

投
資
が

再
活
性

化
し
、

土
地
が

新
し
く

伐
り
開

か
れ
森

林
が
減

少
し
て

き
て

い
る

印
象

。
 

・
コ

ロ
ナ
前

と
比
べ

て
、
苗

木
用
の

種
子
を

集
め
る

た
め
に

森
林
へ

行
く
頻

度
は
減

少
し
た

。
現
地

リ
ー
ダ

ー
的
存

在
の

人
が

コ
ロ

ナ
に
感

染
し
、

活
動
メ

ン
バ
ー

の
中
に

コ
ロ
ナ

に
対
す

る
恐
怖

心
が
現

実
の
も

の
と
し

て
生
じ

た
こ
と

も
要

因
で

あ
っ

た
と
は

思
う
。

会
の
活

動
自
体

に
は
大

き
な
影

響
は
な

か
っ
た

も
の
の

、
コ
ロ

ナ
禍
で

は
人
集

め
が
大

変
で

あ
っ

た
。

 

・
（
以

前
、
製
材

業
に
関

与
さ
れ

て
い
た

背
景
に

基
づ
い

て
製
材

業
へ
の

影
響
に

つ
い
て

伺
っ
た

の
に
関

し
て
）

現
役
を

離
れ

て
久

し
く
、

そ
の
方

面
で
の

情
報
に

は
疎
く

な
っ
て

い
る
為

、
木
材

収
穫
量

が
増
え

た
か
・

減
っ
た

か
ど
う

か
は

わ
か

ら
な

い
が
、

木
材
供

給
が
落

ち
た
と

こ
ろ
も

あ
る
の

で
は
な

い
か
。

 

・
都

市
部
に

比
べ
て

農
村
部

は
コ
ロ

ナ
の
影

響
は
あ

ま
り
見

ら
れ
な

い
印
象

を
持
っ

て
い
る

。
 

 ③③
 ケケ

イイ
ララ

ーー
氏氏

（（
パパ

ララ
ーー

州州
森森

林林
開開

発発
・・

生生
物物

多多
様様

性性
研研

究究
所所

（（
II
DD
EE
FF
LL
OO
RR
））

職職
員員

））
  

• 
2
0
2
0
年

3
月
以
降

、
コ
ロ

ナ
が
蔓

延
し
始

め
た
こ

ろ
は
、

小
農
家

を
訪
ね

る
こ
と

が
で
き

な
か
っ

た
。
 

• 
小

農
家
は

収
穫
物

を
小
売

店
等
で

販
売
し

て
い
た

が
、
コ

ロ
ナ
蔓

延
後
は

S
N
S
（
W
h
a
sa
p
p
）

を
利
用

し
て
、

周
辺
農

家

と
協

調
し

て
、
お

客
さ
ん

の
需
要

に
応
じ

て
収
穫

物
を
セ

ッ
ト
に

し
て
販

売
す
る

よ
う
に

な
っ
た

。
こ
れ

に
よ
っ

て
、

販
売

減
少

を
受
け

る
こ
と

な
く
、

生
産
物

を
完
売

す
る
こ

と
が
で

き
る
状

況
を
自

ら
の
自

助
努
力

で
克
服

し
て
い

た
。
 

• 
コ

ロ
ナ
禍

で
も
農

業
活
動

は
停
滞

せ
ず
、

小
農
家

に
つ
い

て
は
経

済
的
な

悪
影
響

は
見
ら

れ
な
か

っ
た
。

 

• 
他

方
で
、

都
市
部

か
ら
は

農
村
部

へ
移
住

し
、
農

業
を
始

め
る
人

が
多
く

み
ら
れ

、
森
林

伐
採
が

増
加
し

た
。
移

住
し

た
人

た
ち

の
多
く

は
親
戚

な
ど
の

縁
を
た

ど
っ
て

き
て
い

る
人
た

ち
で
あ

っ
た
が

、
都
市

部
に
居

住
す
る

こ
と
が

感
染

リ
ス

ク
を

含
め
て

Q
O
L
(Q

uo
l
it
y
 
o
f
 L
i
fe

)
の
面

で
魅
力
的

で
は
な

く
な
っ

た
と
感

じ
て
移

住
す
る

こ
と
を

判
断
し

た

よ
う

で
あ

る
。
 

• 
森

林
伐
採

の
状
況

に
つ
い

て
は
、

2
0
2
0
年

は
森
林

伐
採
が

多
か
っ

た
が
、

コ
ロ
ナ

の
影
響

と
い
う

よ
り
も

2
0
20

年
は

政
府

の
取

締
り
が

ほ
と
ん

ど
な
か

っ
た
こ

と
が
原

因
で
あ

る
と
感

じ
て
い

る
。
2
0
21

年
は

国
際
社
会

か
ら
の

外
圧
も

意

識
し

て
、

パ
ラ
州

環
境
局

、
軍
、

I
B
A
MA
（
環

境
省
傘

下
環
境

・
再
生

可
能
天

然
資
源

院
）
等

が
総
出

で
現
地

取
締
強

化
し

、
そ

の
結
果

、
森
林

伐
採
は

減
少
し

て
い
る

と
い
う

状
況
と

見
て
い

る
。
 

• 
新

規
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
植

栽
の
関

心
は
高

い
が
、

苗
づ
く

り
の
種

子
が
足

り
な
い

。
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー

は
森

林
再

生
の
打

開
策
で

あ
る
。

小
農
家

へ
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
を

指
導
し

普
及
す

る
こ
と

で
、
農

家
を
増

や

し
、

多
角

経
営
化

を
図
り

、
人
々

の
生
計

を
向
上

さ
せ
て

い
き
た

い
。
 

・
小

農
家
を

訪
ね
る

と
き
は

常
に
マ

ス
ク
を

着
用
し

て
い
る

。
 

・
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周
囲
の

人
の
多

く
が
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
て
い

る
。
コ

ロ
ナ
で

友
人

を
失

っ
た

。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

物
価
上

昇
で
食

料
品
価

格
が
上

昇
し
た

。
農
村

部
で
は

都
市
部

か
ら
移

住
し
て

き
た
人

の
多
く

が
焼

畑
を

行
い

、
ト
ウ

モ
ロ
コ

シ
な
ど

を
植
え

始
め
た

が
、
こ

の
よ
う

な
現
象

は
当
地

域
で
は

長
ら
く

見
る
こ

と
が
な

か
っ

24
 

 

た
傾

向
で

あ
る
。

こ
の
理

由
と
し

て
、
コ

メ
も
買

う
よ
り

も
植
え

て
自
給

自
足
し

た
方
が

良
い
と

考
え
て

い
る
こ

と
が

あ
る

と
考

え
ら
れ

る
。
 

 ④ ④
 エエ

ウウ
ソソ

ンン
氏氏

（（
家家

具具
職職

人人
））

  

・
コ

ロ
ナ
感

染
症
が

流
行
る

前
と
比

べ
て
、

注
文
・

需
要
は

4
0
～
5
0
％

増
加

し
た
（
仕

事
が
休

み
に
な

り
、
自

宅
に
い

る

時
間

が
増

え
た
こ

と
で
、

新
し
い

家
具
を

購
入
し

た
い
と

い
う
意

識
が
高

ま
っ
た

た
め
。

ま
た
国

か
ら
の

補
助
金

で
家

具
を

買
っ

た
人
も

多
い
）
。
製

造
量
及

び
収
入

は
3
0
％
増

加
し
た

。
 

・
入

手
し
に

く
く
な

っ
た
林

産
品
や

部
材
は

特
に
な

い
。
た

だ
し
、

原
材
料

（
木
材

）
の
値

段
が

3
0
％
上
が

っ
た
（

輸
送

費
の

高
騰

等
に
よ

り
）
。
こ
の

た
め
、

販
売
価

格
を

2
0％

上
げ
た

。
結
果

的
に
、

生
計
は

潤
っ
た

。
 

・
周

り
で
は

少
な
く

と
も

5
0
人

以
上

は
、
感
染

し
て
い

る
と
思

わ
れ
る

（
そ
の

う
ち

6
人
が

死
亡

）。
 

・
コ

ロ
ナ
バ

ッ
ク
の

ワ
ク
チ

ン
を
接

種
し
た

。
周
り

の
人
の

約
9
5%
が

ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

て
い
る

と
思
わ

れ
る
。

 

・
ト

メ
ア
ス

ー
市
で

は
コ
ロ

ナ
流
行

後
、
商

店
等
が

短
縮
営

業
を
行

い
、
入

店
時
の

マ
ス
ク

着
用
や

ア
ル
コ

ー
ル
消

毒
を
義

務
付

け
て

い
た

。
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
時

は
洋

服
店

や
家

電
小

売
店

が
閉

ま
っ

た
が

、
食

料
品

店
は

短
縮

営
業

を
行

っ
て

い

た
。

現
在

で
は
一

部
の
施

設
に
入

る
場
合

は
ワ
ク

チ
ン
接

種
証
明

書
の
提

示
が
必

要
で
あ

る
。

 
・
マ

ス
ク
は

家
で
は

使
わ
な

い
が
（

家
族
全

員
が
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
て
い

る
た
め

）
、

外
出
時

は
常
に

着
用
し

て
い

る
。

周
り

の
人
の

約
3
0%

が
普
段

か
ら
着

用
し
、

病
院
や

銀
行
へ

の
立
ち

入
り
、

会
議
へ

の
参
加

の
際
（

密
集
地

に
行

く
場

合
に

）
に
は

着
用
し

て
い
る

。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

規
制
に

よ
り
、

商
店
等

の
営
業

時
間
が

短
縮
さ

れ
、
自

分
が
空

い
て
い

る
時
間

に
閉
ま

っ
て
い

た
た

め
、

大
変

困
っ
た

。
 

・
得

し
た
こ

と
は
、

コ
ロ
ナ

流
行
に

よ
り
家

具
の
注

文
・
需

要
が
増

え
た
こ

と
と
、

外
出
が

制
限
さ

れ
、
在

宅
時
間

が
増

え
た

結
果

、
家
で

の
勤
務

時
間
が

増
え
た

こ
と
で

あ
る
。

 

・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

ア
ル
コ

ー
ル
を

家
の
出

入
り
口

に
置
き

、
テ
ー

プ
を
張

る
よ
う

に
し
た

（
話
を

す
る
だ

け
に
来

る
人

が
入

れ
な

い
よ
う

に
）
。
そ
の

結
果
、

友
人
は

あ
ま
り

家
に
来

な
く
な

っ
た
。

自
分
も

他
人
の

家
や
誕

生
日
会

等
に
行

か
な

い
よ

う
に
し

て
い
る

。
お
互

い
に
コ

ロ
ナ
に

感
染
し

な
い
よ

う
に
気

を
付
け

て
い
る

。
 

 ⑤ ⑤
 坂坂

口口
氏氏

（（
トト

メメ
アア

スス
ーー

市市
のの

アア
ググ

ロロ
フフ

ォォ
レレ

スス
トト

リリ
ーー

農農
家家

））
  

・
コ

ロ
ナ
流

行
は
収

穫
量
に

影
響
は

な
い
が

、
天
候

の
影
響

で
ア
サ

イ
ー
が

4
0
％
増

加
し
た

。
 

・
家

の
加
工

場
で
ブ

ラ
ジ
ル

ナ
ッ
ツ

入
り
ク

ッ
キ
ー

や
バ
ナ

ナ
チ
ッ

プ
ス
を

製
造
し

て
い
る

が
、
コ

ロ
ナ
流

行
に
関

係
な

く
、

2
01
9
年
に
比

べ
て

2
02
0
年

で
は

製
品
の
注

文
数
・

製
造
量

は
約

1
5
％

増
加

し
た
（
間

接
的
な

影
響
と

し
て
、

巣

籠
需

要
的

な
要
素

も
あ
る

の
で
は

な
い
か

と
思
わ

れ
る
（

調
査
者

の
考
え

））
。
 

 
 

・
2
0
2
0
年

3
月

以
降

に
、
感

染
防
止

の
た
め

、
加
工

場
を
別

の
農
地

に
移
設

し
、
従

業
員
を

1
ヶ

月
間
休

職
さ

せ
た

（
製

造
停

止
）
。
 

・
加

工
過
程

で
入
手

し
に
く

く
な
っ

た
材
料

は
な
い

が
、
包

装
袋
が

2
0
0
円

か
ら

2
,0
0
0
円
と

高
騰

（
主
に

石
油
高

騰
が

影
響

）
。
ま

た
、

イ
ン

フ
レ
で

食
料
品

も
高
騰

し
て
い

る
。
結

果
的
に

生
計
は

変
わ
ら

な
い
。

 

・
周

り
で
感

染
し
た

り
、
亡

く
な
っ

た
り
し

た
人
が

い
る
か

ど
う
か

は
わ
か

ら
な
い

。
本
当

に
コ
ロ

ナ
に
感

染
し
た

か
わ

か
ら

な
い

。
風
邪

で
も
コ

ロ
ナ
と

診
断
さ

れ
る
場

合
が
あ

る
。
 

・
ワ

ク
チ
ン

接
種
（

ア
ス
ト

ラ
ゼ
ネ

カ
製
）

を
し
た

が
、
あ

ま
り
気

に
せ
ず

に
暮
ら

し
て
い

る
。
周

り
の
人

の
約

9
0
％
が

接
種

し
て

い
る
。

外
出
時

は
銀
行

や
薬
局

以
外
で

は
基
本

的
に
マ

ス
ク
は

着
用
し

な
い
。

周
り
の

人
で
普

段
か
ら

着
用

174



25
 

 

し
て

い
る

の
は

5
％
ぐ

ら
い
で
あ

る
。
学

校
や
薬

局
、
郵

便
局
な

ど
に
入

る
場
合

は
し
っ

か
り
着

用
し
て

い
る
。

 

・
一

時
期
自

動
車
の

運
転
が

禁
止
さ

れ
、
食

料
品
店

や
薬
局

以
外
の

お
店
に

入
れ
な

か
っ
た

。
ト
メ

ア
ス
ー

の
大
学

や
学

校
の

多
く

は
ま
だ

休
校
し

て
い
る

。
 

・
コ

ロ
ナ
禍

に
よ
る

規
制
で

困
っ
た

こ
と
は

、
外
食

で
き
な

く
な
っ

た
こ
と

で
あ
る

。
得
し

た
こ
と

は
、
外

食
で
き

な
い

分
貯

金
で

き
た
こ

と
で
あ

る
。
生

活
で
変

わ
っ
た

こ
と
は

特
に
な

い
。
 

 ⑥ ⑥
 角角

田田
氏氏

（（
トト

メメ
アア

スス
ーー

農農
協協

職職
員員

・・
シシ

ーー
ドド

オオ
イイ

ルル
担担

当当
））

  

・
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

で
は
コ

ロ
ナ
流

行
と
は

関
係
な

く
、
販

売
先
の

N
a
t
ur
a
社
か

ら
の

需
要
が

強
い
た

め
、
シ

ー
ド
オ

イ
ル

の
注

文
が
増

加
し
た

。
し
か

し
、
実

な
り
が

悪
い
な

ど
の
原

材
料
不

足
の
た

め
、
こ

れ
ら
の

注
文
の

半
分
ほ

ど
し

か
応

じ
き

れ
て
い

な
い
。

ク
ラ
ブ

ウ
ッ
ド

は
カ
メ

タ
ー
市

か
ら
も

調
達
し

て
い
る

が
、
2
0
2
0
年
は

量
が
多

か
っ
た

（
収

穫
期

が
2
月
～
5
月
頃

で
、
ベ
レ

ン
市
周

辺
で
は

パ
ン
デ

ミ
ッ
ク

拡
大
開

始
時
で

あ
っ
た

が
、
カ

メ
タ
―

氏
で
は

収
穫

に
も

影
響

な
し
）
。

他
方
、
2
02
1
年
は

量
が

少
な

い
た
め

、
ト
メ

ア
ス
ー

市
で
の

調
達
が

増
え
た

。
 

・
コ

ロ
ナ
の

影
響
で

、
包
装

袋
の
値

段
が

3
0
～
4
0
％
上

が
り

、
注
文

し
て
も

2
～
3
ヵ
月

か
か
る
よ

う
に
な

り
、
入

手
し

に
く

く
な

っ
た
。

電
気
代

・
ガ
ス

代
も
上

が
り
、

種
子
専

用
の
乾

燥
機
の

維
持
が

難
し
い

。
 

・
収

穫
量
（

カ
カ
オ

、
ア
サ

イ
ー
、

ア
セ
ロ

ラ
）
は

2
0
％
減

少
し
た
（

コ
ロ
ナ

に
よ
る

労
働
力

不
足
と

気
候
の

た
め
）

こ

と
で

、
収

入
も
減

少
し
た

。
 

・
森

林
伐
採

の
増
減

は
わ
か

ら
な
い

が
、
コ

ロ
ナ
前

か
ら
ト

メ
ア
ス

ー
で
は

森
林
が

減
少
し

続
け
て

い
る
。

 

・
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

で
は
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
（

2
0
2
0
年

3
月
下

旬
）
以
後

、
6
月

頃
ま
で

は
、
1
ヶ
月
の

う
ち

1
5
日
仕

事

で
、

残
り

1
5
日

間
休

み
で
あ

っ
た
（

当
時
は

ワ
ク
チ

ン
が
な

く
、
感

染
予
防

対
策
で

場
内
の

人
数
を

制
限
）
。

組
合

員

で
も

一
人

重
傷
者

が
い
た

。
2
02
1
年

12
月

に
パ

ラ
ー
州

は
州
条

例
に
よ

っ
て
ワ

ク
チ
ン

接
種
の

強
制
力

を
高
め

る
措

置
を

実
施

し
た
。

こ
れ
に

よ
り
、

一
度
も

接
種
し

て
い
な

い
職
員

は
、
接

種
を
し

な
い
こ

と
を
理

由
に
解

雇
を
す

る
こ

と
が

可
能

と
な
っ

て
い
る

。
 

・
周

り
の
人

の
9
0
％

が
接
種

し
て
い

る
。
 

・
ワ

ク
チ
ン

（
ア
ス

ト
ラ
ゼ

ネ
カ
製

）
接
種

前
は
ア

ル
コ
ー

ル
消
毒

や
マ
ス

ク
着
用

を
し
っ

か
り
行

っ
て
い

た
が
、

接
種

後
は

気
に

せ
ず
あ

ま
り
行

っ
て
い

な
い
。

 

・
外

出
時
は

、
ス
ー

パ
ー
や

銀
行
、

病
院
な

ど
人
が

多
い
場

所
で
マ

ス
ク
を

着
用
す

る
が
、

普
段
は

着
用
し

な
い
（

誰
も

が
ワ

ク
チ

ン
接
種

を
し
て

い
る
か

ら
気
に

し
な
い

）。
 

・
周

り
で
は

3
0
人
が

感
染
し
、

1
人

が
亡
く
な

っ
た
。

お
そ
ら

く
日
本

人
・
日

系
人
は

ほ
ぼ
全

員
感
染

し
た
の

で
は
な

い

か
。

 

・
コ

ロ
ナ
の

影
響
で

材
木
の

値
段
が

1
0
,0
0
0
円

か
ら

30
,
0
00

円
へ

と
上

が
り

、
家
を

作
る
の

が
大
変

で
あ
る

。
デ
ィ

ー

ゼ
ル

や
ガ

ソ
リ
ン

価
格
も

上
昇
し

、
肥
料

も
2
0,

00
0
円

/
ト

ン
か

ら
8
0
,
00

0
円
/
ト
ン

へ
と

上
が
り

、
物
価

は
上
昇

し
、

小
農

家
は
生

活
が
苦

し
く
な

っ
て
い

る
。
 

・
農

業
で
困

っ
た
こ

と
は
あ

ま
り
な

い
。
農

業
は
ス

ト
ッ
プ

し
な
い

。
食
べ

物
に
は

困
ら
な

い
。
 

・
肥

料
や
ト

ラ
ク
タ

ー
の
燃

料
代
が

上
が
っ

て
い
る

こ
と
に

よ
り
、
新

規
開

墾
が
減

少
し
て

い
る
と

思
わ
れ

る
（

コ
ロ

ナ
の

間
接

的
な

影
響
が

あ
る
）
。
 

 ⑦ ⑦
 島島

氏氏
（（

ママ
ナナ

ウウ
スス

市市
のの

旅旅
行行

会会
社社

））
  

・
ジ

ャ
ン
グ

ル
ロ
ッ

ジ
ツ
ア

ー
の
受

入
先
な

ど
で
は

観
光
が

主
要
な

収
入
源

で
あ
り

、
コ
ロ

ナ
流
行

後
は
観

光
客
が

来
な
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い
（

収
入

が
な
い

）
こ
と

に
よ
っ

て
森
林

資
源
や

イ
ン
フ

ラ
面
の

メ
ン
テ

ナ
ン
ス

も
実
施

さ
れ
ず

、
か
な

り
荒
れ

て
い

る
状

況
と

な
っ
て

い
る
。

ロ
ッ
ジ

内
は
木

材
で
で

き
て
い

る
た
め

、
傷
み

や
す
い

。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

1
年
～

1
年

半
ほ
ど
赤

字
で
、

こ
れ
ま

で
職
員

3
人

を
解
雇

し
た

。
2
0
2
1
年

1
0
月

か
ら

ブ
ラ

ジ
ル

国
内

の
地

域
間
移

動
す
る

人
流
が

増
え
、

南
の
方

か
ら
の

観
光
客

が
増
え

て
き
た

為
、
仕

事
が
入

り
始
め

た
の
で

、
会

社
の

経
営

状
況
が

改
善
し

て
き
て

い
る
。

 

・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

、
カ
メ

ラ
を
使

っ
て
オ

ン
ラ
イ

ン
ツ
ア

ー
（
市

場
や
ネ

グ
ロ
川

と
ソ
リ

モ
ン
イ

ス
川
の

合
流
地

点
等

を
撮

影
）

を
行
っ

て
い
た

が
、
継

続
的
な

需
要
に

は
な
か

な
か
つ

な
が
ら

な
い
。

ケ
ニ
ア

（
ナ
イ

ロ
ビ
）

の
サ
フ

ァ
リ

ツ
ア

ー
は

市
内
か

ら
30

分
程

度
で
サ

バ
ン
ナ

の
動
物

が
見
ら

れ
る
た

め
継
続

的
に
実

施
が
で

き
て
い

る
よ
う

だ
が
、

こ
の

よ
う

な
環
境

は
非
常

に
稀
で

あ
る
。

な
お
、

オ
ン
ラ

イ
ン
ツ

ア
ー
実

施
当
時

は
市
内

の
市
場

な
ど
で

は
観
光

客
は

全
く

見
ら

れ
な
か

っ
た
。

20
21

年
1
0
月
以

降
か

ら
観
光

客
が
増

え
始
め

た
。
 

・
2
0
2
1
年

1
月

は
ガ

ン
マ
株

感
染
者

数
が
多

く
、
大

変
深
刻

な
状
況

で
あ
っ

た
。
酸

素
ボ
ン

ベ
の
酸

素
が
不

足
し
、

酸
素

吸
入

が
必

要
な
患

者
に
酸

素
が
行

き
わ
た

ら
な
か

っ
た
。

こ
の
た

め
、
マ

ナ
ウ
ス

市
民
に

と
っ
て

は
ワ
ク

チ
ン
接

種
を

し
な

い
と

い
う
選

択
肢
は

ほ
ぼ
な

か
っ
た

。
 

・
1
回
目

と
2
回
目

は
ア
ス

ト
ラ
ゼ

ネ
カ
製

、
3
回
目

は
フ

ァ
イ

ザ
ー
製

の
ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

た
。
ア

マ
ゾ
ナ

ス
劇
場

や
一

部
の

レ
ス
ト

ラ
ン
で

は
ワ
ク

チ
ン
接

種
証
明

書
の
提

示
が
求

め
ら
れ

る
。
 

 ⑧ ⑧
 ビビ

ゾゾ
ーー

ホホ
氏氏

（（
カカ

メメ
タタ

ーー
市市

のの
アア

ググ
ロロ

フフ
ォォ

レレ
スス

トト
リリ

ーー
農農

家家
））

  

・
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

を
実
践

し
、
ア

サ
イ
ー

や
カ
カ

オ
の
収

穫
・
販
売

、
管
理
（

剪
定

、
除

草
、
除

伐
）
を

行
う

。
 

・
所

有
地
内

の
農
地

へ
行
く

頻
度
・

用
事
は

特
に
増

減
し
て

い
な
い

。
 

・
外

出
は

避
け
、
ア

サ
イ
ー

の
収
穫

や
手
入

れ
（

除
草
、
除
伐

な
ど
）
を
続

け
た
。
ア

サ
イ
ー

や
カ
カ

オ
な
ど

の
収
穫

量
は

変
わ

ら
な

い
。
 

・
流

行
後
は

手
洗
い

に
気
を

付
け
、
ア

ル
コ

ー
ル
や

マ
ス
ク

を
使
う

よ
う
に

し
た
。
以

前
は
あ

ま
り
外

出
し
な

か
っ
た

が
、

最
近

は
外

出
し
始

め
た
。
親

戚
や

お
客
が

家
に
来

る
の
を

断
っ
て

い
た
。
密

集
を

避
け
る

よ
う
に

し
た
。
周

り
の

人
も
同

様
で

あ
る

。
 

・
食

料
品
が

高
騰
し

、
ア
サ

イ
ー
の

値
段
が

下
が
り

、
生
計

が
2
0％

厳
し
く

な
っ
た

。
 

・
親

戚
同
士

で
S
NS

（
W
h
at
s
a
p
p
）

で
グ
ル

ー
プ
を

作
り
、

コ
ロ
ナ

に
つ
い

て
情
報

交
換
を

行
い
、

常
に
注

意
を
払

っ
て

い
た

。
 

・
周

り
で
は

約
20

人
が

コ
ロ
ナ

に
感
染

し
、
5
人
が

亡
く

な
っ

た
。
 

・
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
、
周

り
の
人

の
9
0％

が
接
種

し
た
。

 
・
マ

ス
ク
は

家
で
は

使
わ
な

い
が
、

外
出
時

は
常
に

着
用
し

、
ワ
ク

チ
ン
接

種
証
明

書
を
持

参
す
る

（
カ
メ

タ
ー
市

で
は

銀
行

や
ス

ー
パ
ー

に
入
る

際
に
は

接
種
証

明
書
を

提
示
す

る
必
要

は
な
い

が
）。

周
り

の
人
の

1
0
0
％

が
外

出
時

に
マ

ス

ク
を

着
用

し
て
い

る
。
 

・
2
0
2
0
年

5
月

頃
に

1
週
間

の
間
、

中
心
街

で
は
ス

ー
パ
ー

や
銀
行

で
入
場

制
限
（

1
～

5
人
ず

つ
入

れ
る
）

が
あ
っ

た

り
、

市
場

で
は

2
0
人

ま
で
乗

れ
る
ボ

ー
ト
で

2
0
人

乗
せ
る

と
罰
金

が
発
生

し
た
り

し
た
（

そ
の
た

め
に
多

く
の
ボ

ー

ト
で

は
乗

客
数
を

そ
の
半

分
の

1
0
人

に
制
限

し
て
い

た
）。

 

・
困

っ
た
こ

と
は
特

に
な
い

。
 

・
コ

ロ
ナ
感

染
を
恐

れ
て
、

家
に
い

る
時
間

が
長
く

な
り
、

家
族
と

の
時
間

が
増
え

た
。
ボ

ー
ト
の

修
理
な

ど
遅
れ

て
い

た
作

業
を

進
め
る

こ
と
が

で
き
た

。
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  ⑨⑨
 ププ

リリ
モモ

ッッ
チチ

氏氏
（（

カカ
メメ

タタ
ーー

市市
のの

シシ
ーー

ドド
オオ

イイ
ルル

生生
産産

農農
家家

））
  

・
所

有
地
内

で
ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
（
Ca

ra
pa
 g
ui
an

en
si
s）

な
ど
の

種
子

を
収

穫
し
、

ト
メ
ア

ス
ー
農

協
に
販

売
す
る

。
ア

グ
ロ

フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
を

実
践
し

、
ア
サ

イ
ー
の

収
穫
・

販
売
、

管
理
（

剪
定
、

除
草
、

除
伐
）

を
行
う

。
 

・
所

有
地
の

農
地
へ

行
く
頻

度
・
用

事
は

5
0
％
増

加
し
た

。
外

出
で

き
な
か

っ
た
た

め
、
所

有
地
内

で
の
労

働
時
間

が
増

加
し

た
。

 

・
シ

ー
ド
オ

イ
ル
は

コ
ロ
ナ

で
は
な

く
気
候

（
雨
量

）
の
影

響
で
収

穫
量
が

3
0％

減
少
し

、
値
段

も
良
く

な
か
っ

た
。
生

計
が

3
0
％

厳
し
く

な
り
、

節
約
傾

向
が
強

く
な
り

、
必
要

な
も
の

だ
け
買

う
よ
う

に
し
た

。
 

・
森

林
内
で

見
る
人

（
ア
サ

イ
ー
の

手
入
れ

の
た
め

）
は

5
0
％
増
加

し
た
が

、
家
に

遊
び
に

来
る
人

が
減
少

し
た
。

 

・
周

り
で
は

約
30

人
が

コ
ロ
ナ

に
感
染

し
、
1
人
が

亡
く

な
っ

て
い
る

。
手
洗

い
、
マ

ス
ク
着

用
、
ア

ル
コ
ー

ル
消
毒

を

徹
底

し
た

。
外
出

時
は
常

に
マ
ス

ク
を
着

用
す
る

。
周
り

の
人
の

9
5
％
が

着
用
し
て

い
る
。

 

・
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周
り
の

人
の

9
5
％

が
接

種
し
て
い

る
。
 

・
周

り
の
島

（
低
湿

地
）
で

違
法
伐

採
を
行

っ
て
い

る
人
は

聞
い
た

こ
と
が

な
い
。

 

・
ス

ー
パ
ー

や
銀
行

の
営
業

時
間
も

短
縮
さ

れ
た
。

コ
ロ
ナ

感
染
を

恐
れ
て

買
い
物

や
銀
行

に
行
け

ず
不
便

で
あ
っ

た
。

得
し

た
こ

と
は
特

に
な
い

。
あ
ま

り
外
出

し
な
か

っ
た
た

め
、
労

働
時
間

が
増
加

し
た
。

親
戚
で

町
に
は

行
か
な

い
よ

う
に

し
た

。
船
で

行
く
際

は
乗
客

数
を
半

分
に
し

て
行
っ

た
。
 

 ⑩⑩
 ジジ

ョョ
アア

ンン
氏氏

（（
ベベ

レレ
ンン

市市
のの

NN
GG
OO
団団

体体
））

  

・
最

近
、
注

力
し
て

い
る
活

動
で
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

普
及
を

含
む
小

農
家
支

援
活
動

が
あ
る

が
、
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク

当
初

は
集

会
実
施

が
難
し

か
っ
た

が
、
2
0
21

年
は

感
染
防
止

対
策
を

し
た
上

で
の
集

会
実
施

が
ス
ム

ー
ズ
に

で
き
る

よ

う
に

な
り

、
活
動

参
加
者

も
増
え

て
い
る

。
 

・
ベ

レ
ン
市

の
エ
ミ

リ
オ
ゴ

エ
ル
ジ

博
物
館

（
国
立

研
究
機

関
）
と

共
同
で

森
林
分

野
の
調

査
活
動

を
実
施

し
て
い

た

が
、

コ
ロ

ナ
流
行

後
は
政

府
か
ら

の
資
金

が
減
少

し
、
博

物
館
が

閉
ま
っ

て
し
ま

っ
た
た

め
、
活

動
継
続

が
困
難

で
あ

っ
た

。
森

林
分
野

に
お
け

る
公
的

活
動
は

財
政
難

に
よ
り

大
幅
に

停
滞
し

て
い
る

。
 

・
企

業
と
の

タ
イ
ア

ッ
プ
で

マ
ン
グ

ロ
ー
ブ

の
回
復

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

を
実
施

し
て
い

る
。
漁

業
関
係

者
を
含

む
地
域

住
民

と
の

保
全

・
回
復

活
動
で

あ
る
が

、
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
当
初

は
集
会

が
難
し

か
っ
た

が
、
最

近
で
は

従
来
の

活
動
頻

度
に

戻
っ

て
き

て
い
る

。
 

・
ア

マ
ゾ
ン

に
お
け

る
非
木

材
林
産

物
の
採

集
活
動

支
援
を

実
施
し

て
い
る

が
、
非

木
材
林

産
物
の

経
済
規

模
は
大

き
く

な
い

。
こ

の
た
め

、
需
要

面
で
の

コ
ロ
ナ

影
響
は

特
に
な

か
っ
た

。
ま
た

、
採
集

活
動
に

関
し
て

も
、
特

に
影
響

は
な

か
っ

た
。

 

・
企

業
と
の

タ
イ
ア

ッ
プ
で

の
社
会

活
動
に

も
力
を

入
れ
て

い
る
が

、
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
後
は

、
特
に

コ
ロ
ナ

対
策
の

観
点

か
ら

の
企

業
側
社

会
活
動

に
対
す

る
需
要

が
強
い

（
比
較

的
規
模

の
大
き

な
企
業

か
ら
の

支
援
。

森
林
関

係
よ
り

は
純

粋
な

パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
に
よ

る
影
響

対
策
）
。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
は
違

法
伐
採

に
影
響

を
及
ぼ

し
て
い

る
と
は

感
じ
て

い
な
い

。
し
か

し
な
が

ら
、
パ

ラ
ー
州

で
は
依

然
と

し
て

森
林

伐
採
が

深
刻
な

状
態
で

あ
り
、

こ
れ
は

現
政
権

の
環
境

政
策
に

起
因
す

る
部
分

が
大
き

い
と
考

え
て
い

る
。
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 3
.3
.
 
ま

と
め

 

●
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ

ルル
スス

がが
森森

林林
にに

関関
わわ
るる

活活
動動

・・
業業

務務
にに

与与
ええ

たた
影影

響響
  

（（
行行

政政
・・
NN
GG
OO
団団

体体
等等

がが
実実
施施

すす
るる

森森
林林

にに
関関

わわ
るる

活活
動動

・・
業業

務務
へへ

のの
影影

響響
））

  

森
林

に
関

わ
る
活

動
に
つ

い
て
は

、
技

術
指
導

や
活
動

実
施
主

体
で
あ

る
行
政

、
N
GO

団
体

等
に

よ
る

農
村

部
や
学

校
へ

の
業

務
・
活

動
に

影
響
（

訪
問

や
多
人

数
集
合

の
制
限

）
が

見
ら

れ
、
パ

ン
デ

ミ
ッ
ク

初
期
に

は
農
家

側
か
ら

の
訪
問

拒
否

に
よ

り
中

止
す

る
こ

と
も

一
時

的
に

あ
っ

た
。

熱
心

な
指

導
者

は
住

民
と

の
関

係
を

維
持

し
、

訪
問

で
き

な
い

状
況

下
で

は
S
N
S
ツ

ー
ル

を
活

用
す
る

等
し
て

農
業
技

術
指
導

等
の
活

動
を
続

け
た
が

、
必

ず
し
も

そ
の
よ

う
な
指

導
者
ば

か
り
で

も
な

く
、
全

般
的
に

は
サ
ポ

ー
ト
が

な
さ
れ

な
く
な

る
ケ
ー

ス
も
多

か
っ
た

と
推
測

さ
れ
る
（

行
政

職
員
の

場
合
、
外

出
制

限
等

の
模

範
に

な
る

必
要

が
あ

り
、

行
動

制
限

が
よ

り
厳

し
く

求
め

ら
れ

て
い

た
と

い
う

こ
と

も
原

因
と

し
て

考
え

ら
れ

る
）
。
結

果
と
し

て
、
活
動

へ
の
影

響
は
あ

っ
た
も

の
の
主

に
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
初
期

の
行
動

制
限
が

強
か
っ

た
時
期

の
一
過

性
の

影
響

と
い

う
見

方
が

で
き

、
そ

の
後

は
、

感
染

予
防

対
策

を
実

施
し

な
が

ら
活

動
を

継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

っ
て
き

て
お
り

、
影
響

は
限
定

的
で
あ

っ
た
と

考
え
ら

れ
る
。

 

コ
ロ

ナ
の

影
響
に

よ
っ
て

財
政
的

に
厳
し

く
な
っ

て
行
政

の
活
動
（

森
林

分
野
に

お
け
る

調
査
・
研

究
活

動
）
が

縮
小
し

た
と

い
う

指
摘

が
あ

っ
た

。
ど

の
程

度
の

縮
小

で
あ

る
か

、
ま

た
、

ど
の

よ
う

な
調

査
研

究
で

あ
る

か
等

は
不

明
で

あ
る

が
、
ブ

ラ
ジ
ル

経
済
の

回
復
は

未
だ
芳

し
い
状

態
に
は

な
っ
て

お
ら
ず

、
財
政

収
支
も

改
善
の

兆
し
は

見
ら
れ

て
お
ら

ず
、

し
ば

ら
く
同

様
の
状

況
が
継

続
す
る

こ
と
も

考
え
ら

れ
る
と

思
わ
れ

る
。
一

方
で
、
企

業
か

ら
の
支

援
に
つ

い
て
は

、
大
き

な
企

業
は
社

会
貢
献

活
動
に

、
引

き
続

き
、
注
力

し
て
い

る
様
子

が
伺
わ

れ
、
し

っ
か

り
と
し

た
N
GO
・
団
体

は
こ
れ

ら
の

企
業

側
の

ニ
ー

ズ
の

受
け

皿
と

し
て

活
動

を
継

続
で

き
る

資
金

的
裏

付
け

を
得

ら
れ

る
状

況
に

あ
る

こ
と

が
見

て
取

れ
た

。

他
方

、
中
小

規
模
の

N
G
O
・
団

体
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限
り

で
は
な

い
の
で

は
な
い

か
と
も

思
わ
れ

る
。
 

 （（
農農

家家
等等
のの

活活
動動

へへ
のの

影影
響響

））
 

森
林
（

農
地
）
に
行

く
頻
度
・
用
事

は
農

家
に
よ

っ
て

50
％

の
増
減

が
み
ら

れ
た
（

表
2）

。
イ
ン

フ
レ
に

よ
り
食

料
品

や
肥

料
代

が
高

騰
し

、
農

家
は

営
農

面
で

困
難

な
状

況
に

あ
る

が
、

食
料

品
の

イ
ン

フ
レ

は
農

産
物

の
販

売
面

で
の

プ
ラ

ス
の

効
果
も

あ
る
。
し
か

し
な
が

ら
、
個

別
の

産
品
で

は
値
下

が
り
し

て
い
る

も
の
も

あ
り
、
各

農
家
の

状
況
（

取
扱

い
作

物
等

）
に

よ
っ

て
影

響
は

さ
ま

ざ
ま

で
あ

っ
た

。
労

働
者

を
雇

用
し

て
い

な
い

農
家

は
普

段
と

変
わ

ら
ず

に
農

地
で

作
業

を
行

い
、

雇
用

し
て

い
る

農
家

は
コ

ロ
ナ

感
染

防
止

の
観

点
か

ら
、

労
働

者
に

マ
ス

ク
着

用
と

ア
ル

コ
ー

ル
消

毒
を

徹
底

さ
せ

て
い
た

。
収
穫

量
は
気

候
に
よ

っ
て
増

減
す
る

こ
と
か

ら
コ
ロ

ナ
の
直

接
的
な

影
響
は

な
い
も

の
の
、
他

方
で

、
コ
ロ

ナ
の

影
響

に
よ

っ
て

労
働

力
が

不
足

す
る

な
ど

の
悪

影
響

が
出

て
い

る
事

例
も

あ
っ

た
。

外
出

制
限

に
よ

り
農

地
で

の
勤

務
時

間
が
増

加
し
た

が
、
森

林
内
で

見
る
人

は
大
き

な
増
減

は
見
ら

れ
な
か

っ
た
。

 
林

内
採

集
活

動
は

農
家

が
自

ら
採

集
活

動
を

実
施

し
て

い
る

場
合

は
ほ

と
ん

ど
影

響
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
人

と
一

緒
に

複
数
人

が
集
ま

っ
て
実

施
す
る

活
動
で

は
、
人

が
集
ま

り
に
く

く
、
採

集
活
動

頻
度
が

低
く
な

っ
た
。

 
な

お
、
イ
ン

フ
レ
に

つ
い
て

は
ブ
ラ

ジ
ル
に

限
ら
ず

全
世
界

的
に
イ

ン
フ
レ

傾
向
が

強
ま
っ

て
い
る

状
況
に

な
る
が

、
ブ

ラ
ジ

ル
に
お

い
て
は

20
20

年
4
月

～
5
月

に
か
け

て
、
全

世
界
的

な
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
に
よ

る
グ
ロ

ー
バ
ル

経
済
の

冷
え
込

み
か

ら
の

悪
影

響
に

加
え

て
、

ブ
ラ

ジ
ル

国
内

の
政

治
的

な
混

乱
等

も
加

わ
り

、
急

激
に

レ
ア

ル
安

が
進

行
し

た
と

い
う

状
況

が
あ
る

。
そ

れ
ま

で
4.

0～
4.

2
レ

ア
ル

/ド
ル

で
推
移

し
て
い

た
為
替

は
、
急
激

に
5.

0
レ
ア

ル
/ド

ル
を

越
え
、

20
20

年
5
月

半
ば

に
は
一

時
は

6.
0
レ
ア

ル
/ド

ル
に
迫

る
勢
い

と
な
っ

た
。
そ

の
後
、

20
20

年
は

5.
5
レ

ア
ル

/ド
ル
近

辺
で

推
移

し
て
年

末
に
一

時
5.

0
レ
ア

ル
/ド

ル
近

く
ま
で

レ
ア
ル

高
が
進

行
し
た

が
、

20
21

年
は

世
界

的
な
再

拡
大
を

背
景
に

再
び

5.
5
レ

ア
ル

/ド
ル

近
辺

ま
で
戻

し
た
後

、
そ

の
後

半
年
程

度
は
概

ね
5.

0～
5.

5
レ

ア
ル

/ド
ル

の
範
囲

で
推
移

す
る
こ

176
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 と
と

な
り

、
ま
た

20
21

年
の

後
半
に

は
5.

5
レ
ア

ル
/ド

ル
近

辺
で

推
移
す

る
と
い

う
状
況

に
な
っ

た
。
パ

ン
デ

ミ
ッ
ク

直
の

急
激

な
レ

ア
ル

安
が

そ
の

後
の

輸
入

物
価

を
押

し
上

げ
、

世
界

的
な

イ
ン

フ
レ

に
加

え
て

、
為

替
に

よ
る

輸
入

物
価

イ
ン

フ
レ

の
ダ

ブ
ル
パ

ン
チ
の

影
響
が

出
て
い

る
と
言

え
る
。
ま
た

、
肥
料

に
つ
い

て
は
窒

素
肥
料

は
原
油
（

厳
密

に
は

ナ

フ
サ

）
価

格
の

影
響
を

受
け
る

こ
と
か

ら
、
原

油
価
格

と
為
替

の
影

響
に
よ

っ
て
、
ブ

ラ
ジ

ル
レ
ア

ル
建
て

の
肥
料

価
格
が

高
騰

し
て

い
る

と
い
う

状
況
が

生
じ
て

い
る
も

の
と
推

察
さ
れ

る
。

 
  

  

図
2
2
．
ブ

ラ
ジ

ル
レ

ア
ル

の
対
ド

ル
レ
ー

ト
推
移

（
過
去

5
年

間
）

 

 
 

出
典

:
Go
o
g
l
e
検

索
 
2
0
21

年
1
月

3
1
日
（

ド
ル

 レ
ア
ル

 推
移

 -
 P

es
qu

is
a 

G
oo

gl
e）

 

  （（
森森

林林
伐伐
採採

へへ
のの

影影
響響

））
  

調
査
の

中
で
、

マ
ラ

バ
市
周

辺
で
は

都
市
部

か
ら
農

村
部
に

移
住
し

、
農
業

を
始

め
る
人

が
多
く

み
ら
れ

、
開
墾

に
伴

い
森

林
伐

採
が
増

加
し

た
と
の

情
報
が

あ
っ
た

。
ま
た

、
こ
れ

は
20
2
0
年

は
政

府
の

取
締

り
が
ほ

と
ん
ど

な
か

っ
た
こ

と
も

大
き

く
関

係
し
て

い
る
と

思
わ
れ

る
。
こ

れ
に
対

し
、
2
0
2
1
年
は

パ
ラ
州

環
境
局

、
軍
、

I
BA

MA
等

が
総

出
で

現
地

取
締

強
化

し
、

違
法
伐

採
は
抑

制
さ
れ

て
い
る

と
い
う

こ
と
で

あ
っ
た

。
 

ベ
レ
ン

周
辺
の

都
市

で
は
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
の

間
は
、

農
地
不

動
産
投

資
が
収

ま
り

、
森
林

減
少
は

少
な
か

っ
た
と

の
指

摘
が

あ
っ

た
。

パ
ン
デ

ミ
ッ
ク

が
落
ち

着
く
と

、
土
地

が
新
し

く
伐
り

開
か

れ
森
林

が
減
少

し
て
き

て
い
る

傾
向
が

あ

る
。

ト
メ

ア
ス

ー
で
は

コ
ロ
ナ

以
前
か

ら
違
法

伐
採
・

森
林
減

少
が
起

き
て
い

る
が

、
カ
メ

タ
ー
の

島
嶼
部

で
は
違

法
伐

採
は

少
な

い
と

さ
れ
る

。
結
果

的
に
違

法
伐
採

は
コ
ロ

ナ
流
行

と
は
関

係
な

く
続
い

て
お
り

、
森
林

は
依
然

と
し
て

減
少

し
続

け
て

い
る

と
考
え

ら
れ
る

。
I
NP

E（
国
立

宇
宙
研

究
所
,
 
2
0
21
）

に
よ
れ

ば
、
2
02
0
年

8
月

1
日

か
ら

2
0
2
1
年

7

月
ま

で
の

間
で

法
定
ア

マ
ゾ
ン

（
パ
ラ

ー
州
、

ア
ク
レ

州
、
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州

、
ア
マ

パ
ー
州

、
マ
ラ

ニ
ャ
ン

州
、
マ

ッ
ト

グ
ロ

ッ
ソ

州
、

ロ
ン
ド

ニ
ア
州

、
ロ
ラ

イ
マ
州

、
ト
カ

ン
チ
ン

ス
州
）

に
お

け
る
森

林
伐
採

面
積
が

1
3
,
23
5
k
m
2
で

あ

り
、

前
年

度
に

比
べ
て

2
1
.9

7
％
増

加
し
た
と

さ
れ
る

。
そ

の
う
ち

、
パ
ラ

ー
州
は

増
加
率

が
7.
3
1
％

（
2
0
20

年
の

4
,
8
9
9
km
2
か
ら

2
02
1
年

5
,2

57
k
m
2
）

と
最
も

低
い
が

、
伐
採

面
積
は

最
も
大

き
い

と
報
告

し
て
い

る
。
ア

マ
ゾ
ン

の
森

林
減

少
の

増
加

に
よ
る

国
際
的

な
圧
力

に
対
応

す
る
た

め
に
、

2
0
20

年
2
月
に

ボ
ル
ソ

ナ
ロ
大

統
領
に

よ
っ
て

作
成
さ

れ

た
法

定
ア

マ
ゾ

ン
評
議

会
（
軍

人
の
副

大
統
領

が
ト
ッ

プ
）
は

、
森
林

減
少

を
減
ら

す
と
い

う
主
要

な
目
標

を
達
成

せ
ず

に
2
年

間
を
完

了
し
て

い
る
（

G
l
o
bo

.c
o
m,
 
2
02

2）
。
法

定
ア
マ

ゾ
ン

協
議
会

は
20
2
1
年

8
月
以
降

開
催

さ
れ
て

お
ら

ず
、

政
府

は
森

林
減
少

対
策
に

消
極
的

で
あ
る

。
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表
2
．

コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

が
森
林

に
関
わ

る
活
動

・
業
務

に
与
え

る
影
響

に
つ
い

て
 

  
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ
ルル

スス
のの

影影
響響

  
そそ

のの
他他
  

行行
政政

、、
NN
GG
OO
にに
関関

わわ
るる

活活
動動

  

・
訪

問
拒

否
に

よ
り

中
止

す
る

こ
と

も
一

時
的

に

あ
っ

た
が
、

農
業
技

術
指
導

等
の
活

動
を
継

続
。
 

・
感
染

対
策
を

実
施
す

る
こ
と

で
、
以
前

と
あ
ま

り

変
わ

ら
な
い

活
動
が

で
き
て

い
る
。

 

―
 

農農
家家

にに
関関

わわ
るる

活活
動動
  

・
森

林
（

農
地
）
に

行
く

頻
度
・
用
事
は

農
家
に

よ

っ
て

5
0
％

の
増

減
が

み
ら
れ

た
。
 

・
収

穫
量

に
つ

い
て

は
コ

ロ
ナ

に
よ

る
直

接
的

な

影
響

で
の
増

減
は
な

く
、
他

方
、
労

働
力

が
不
足

す
る

等
で
減

少
し
た

ケ
ー
ス

は
あ
る

。
 

・
勤
務

時
間
が

増
加
し

た
が
、
森

林
内
で

見
る
人

は

大
き

な
増
減

は
見
ら

れ
な
か

っ
た
。

 

・
労

働
者

を
雇

用
し

て
い

る
農

家
は

労
働

者
に

マ

ス
ク

着
用

と
ア

ル
コ

ー
ル

消
毒

を
徹

底
さ

せ
て

い
た

。
 

・
イ

ン
フ
レ

に
よ
り

食
料
品

や
肥
料

代
が
高

騰
し
、
農

家
は
営

農
面
で

困
難
な

状
況
に

あ
る
が

、
ア

グ
ロ

フ
ォ

レ
ス

ト
リ

ー
の

実
践

に
よ

る
収
入

増
加
を

図
っ
て

い
た
。

 

違違
法法

伐伐
採採

にに
つつ

いい
てて
  

・
違
法

伐
採
は

コ
ロ
ナ

流
行
と

は
関
係

な
く
続

き
、

森
林

は
依
然

と
し
て

減
少
し

続
け
て

い
る
。

 

・
パ
ラ

ー
州
で

は
都
市

部
か
ら

農
村
部

に
移
住

し
、

農
業

を
始
め

る
人
が

多
く
み

ら
れ
、
開

墾
に
伴

い

森
林

伐
採
が

増
加
し

た
。
 

・
ベ
レ

ン
周
辺

で
は
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
の

間
は
、
農

地

不
動

産
投
資

が
収
ま

り
、
森
林

減
少
は

少
な
か

っ

た
。
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
が
落

ち
着
く

と
、
土

地
が
新

し
く

伐
り
開

か
れ
森

林
が
減

少
し
て

い
る
。

 

・
2
0
20

年
は

政
府

の
取

締
り

が
ほ

と
ん
ど

な
か
っ

た
が
、
2
0
21

年
は

環
境
局

、
軍
、

I
B
A
MA

等
が
総
出

で
現
地

取
締
強

化
し
、
違

法
伐
採

は
減
少

し
て
い

る
。
 

 ●●
ココ

ロロ
ナナ
ウウ

イイ
ルル

スス
がが

林林
産産

物物
等等

のの
加加

工工
、、

流流
通通

過過
程程

にに
与与

ええ
たた

影影
響響

  

本
調

査
地

で
は
、
コ
ロ

ナ
流
行

と
は
関

係
な
く

、
林

産
物
の

加
工
品

の
注
文
・
需

要
は
増

加
し
た

が
、
シ
ー

ド
オ
イ

ル
な

ど
の

原
料
（

種
子
）

は
気
候

が
要
因

で
不
足

し
、
注

文
に
応

じ
き
れ

て
い
な

い
状
況

で
あ
っ

た
（
表

3）
。

一
方
で

、
家
具

業
者

は
、
パ

ン
デ

ミ
ッ
ク

の
影
響

に
よ
り

、
家

庭
内
で

過
ご
す

時
間
が

増
え
た

こ
と
で

家
具
新

調
需
要

が
あ
り

、
注

文
・
需

要
が

増
加
し

た
。

 
新

聞
記
事

等
か
ら

得
ら
れ

た
情
報

と
し
て

は
、
ブ
ラ

ジ
ル
で

は
、
コ

ロ
ナ
流

行
後
に

多
く
の

企
業
が

テ
レ
ワ

ー
ク
を

導
入

し
、
各
種

手
続
き

を
電
子

的
に
（

パ
ソ

コ
ン
で

）
作

業
が
で

き
る

よ
う
に

し
た
た

め
、
ユ

ー
カ

リ
と
マ

ツ
由
来

の
パ
ル

プ
を

原
材

料
と
し

た
紙
の

需
要
が

減
少
し

た
（
O
l
i
v
e
ir
a
 a
n
d
 S
an

to
s
, 
20
2
1
）

こ
と
が

指
摘
さ

れ
て
い

る
。
木

材
関
係

者
の

多
く

は
コ

ロ
ナ

流
行

に
よ

り
利

益
の

減
少

を
経

験
し

て
お

り
、

包
装

部
門

が
最

も
悪

影
響

を
受

け
て

い
る

（
F
o
r
e
s
t2
m
ar

ke
t
,
 2
0
2
0
）。

一
方
で

、
パ
ル

プ
部
門

は
ト
イ

レ
ッ
ト

ペ
ー
パ

ー
の
世

界
的
な

消
費
量

増
加
に

よ
り
、
在

庫

が
減

少
し
、
生
産

サ
イ
ク

ル
が
規

則
化
し

改
善
し

た
こ
と

で
、
生

産
量

が
増
加

し
て
い

る
。
コ

ロ
ナ

流
行
後

、
セ

ル
ロ

ー
ス

の
輸

出
は
減

少
し
た

が
、
こ

れ
は

流
行
前

か
ら
す

で
に
起

こ
っ
て

い
る
こ

と
で
あ

る
（

O
l
i
v
ei
r
a
 a
n
d
 S
a
n
to
s
,
 2
0
2
1
）
。

 
今

回
の
調

査
で
は

、
コ

ロ
ナ
流

行
後
、

20
21

年
に

入
っ

て
か
ら

の
石

油
や

コ
モ

デ
ィ
テ

ィ
全
般

の
価
格

高
騰
の

影
響
を

受
け

、
米
ド

ル
ベ
ー

ス
で
価

格
が
決

ま
る
輸

入
資
材

利
用
（

窒
素
肥

料
同
様

に
、
石

油
化
学

工
業
製

品
で
あ

る
プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
包

材
の

ブ
ラ

ジ
ル

レ
ア

ル
建

て
価

格
が

上
昇

）
が

要
因

で
製

品
用

の
包

装
袋

の
価

格
が

上
昇

し
、

以
前

よ
り

ブ
ラ

ジ
ル

レ
ア

ル
ベ
ー

ス
で
の

製
造
コ

ス
ト
が

か
か
っ

て
お
り

、
加
工

業
者
を

悩
ま
せ

て
い
た

。
一
方

で
、
家
具

業
者
は

コ
ロ
ナ

流
行

の
影

響
で
注

文
・
需

要
は

40
～

50
％
、
製

造
量

及
び
収

入
は

30
％

増
加
し

た
。
入
手

し
に
く

く
な
っ

た
林
産

品
や
部

材
は

177
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 特
に

な
い
が

、
原
材

料
（
木

材
）
の

値
段
が

約
14

％
上

が
っ

た
（
輸

送
費
や

チ
ェ
ン

ソ
ー
の

燃
料
費

・
部
品

の
高
騰

に
よ

り
）

た
め
、

販
売
価

格
を

20
％

上
げ

て
い

る
。
こ

の
よ
う

に
、
加

工
業
者

に
よ
っ

て
製
造

コ
ス
ト

・
コ
ロ

ナ
流
行

の
影
響

が
異

な
っ
て

い
る
こ

と
が
明

ら
か
に

な
っ
た

。
 

 
表

3
．

コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

が
林
産

物
等
の

加
工
、

流
通
過

程
に
与

え
る
影

響
に
つ

い
て
 

  
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ
ルル

スス
のの

影影
響響

  

加加
工工

業業
者者
  

・
コ
ロ

ナ
流
行

と
は
関

係
な
く

、
林
産

物
の
加

工
品
の

注
文
・

需
要
は

増
加
し

た
。
 

・
コ
ロ

ナ
流
行

や
石
油

高
騰
等

に
よ
り

、
資
材

価
格
が

上
昇
し

た
。
 

家家
具具

職職
人人
  

・
注
文

・
需
要

は
4
0
～
5
0
％
、

製
造
量

及
び
収

入
は

3
0
％

増
加

し
た
。
 

・
原
材

料
（

木
材

）
の

値
段

が
約

1
4
％
上
が

っ
た
（

輸
送

費
や
チ

ェ
ン
ソ

ー
の
燃

料
費
・
部
品

の
高

騰

に
よ

り
）
た

め
、
販

売
価
格

を
2
0
％

上
げ
た

。
 

 ●●
ココ

ロロ
ナナ
ウウ

イイ
ルル

スス
がが

生生
計計

・・
暮暮

らら
しし

のの
質質

にに
与与

ええ
たた

影影
響響

  

一
部

の
農

家
で
は

収
入
が

2
0
～
3
0
％
減
少

し
、

生
計
が

厳
し
く

な
り
、

肥
料
な

ど
の
農

業
資
材

の
高
騰

や
物
価

上
昇
に

よ
り

営
農
も

厳
し
く

な
っ
て

い
る
（

表
4）

が
、

都
市
部

の
住
民

に
比
べ

て
食
料

に
困
る

こ
と
は

少
な
い

と
考
え

ら
れ
る

。

カ
メ

タ
ー
市

の
農
家

は
、
ア

サ
イ
ー
（

果
実
・
新

芽
）
や
エ

ビ
、
魚

な
ど
を

所
有
地

や
そ
の

周
辺
で

日
常
的

に
獲
り

、
食
料

と
す

る
こ
と

が
可
能

で
あ
る

。
収
入

が
3
0
％

減
少

し
た
農

家
は
節

約
傾
向

が
強
く

な
り
、

必
要
な

も
の
だ

け
買
う

よ
う
に

し
て

い
た
。
旅

行
業
も

観
光
客

減
少
に

よ
り
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

赤
字
が

続
き
厳

し
い
経

営
状
況

で
あ
っ

た
が
、
2
0
21

年
1
0

月
以

降
か
ら

観
光
客

が
増
え

始
め
、
少
し

ず
つ
改

善
し
て

き
て
い

る
。
一

方
で

家
具
業

者
は
需

要
・
収

入
増

加
に
よ

り
、
生

計
が

2
0
％

潤
っ

て
い

る
。
以

上
の

よ
う
に

、
業

種
に

よ
っ
て

収
入
の

増
減
が

あ
り
、

生
計
の

質
が
異

な
る
こ

と
が
明

ら
か

に
な

っ
た
。

 

  

表
4
．

コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

が
生
計

・
暮
ら

し
の
質

に
与
え

る
影
響

 

  
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ

ルル
スス

のの
影影
響響

  

農農
家家

  
・
一

部
の
農

家
で
は

収
入
が

2
0
～
3
0
％
減
少

し
、
生
計

が
厳
し

く
な
り

、
肥

料
等

の
高
騰

や
物
価

上
昇

に
よ

り
営

農
も
厳

し
く
な

っ
て
い

る
。
 

・
収

入
が

3
0％

減
少

し
た
農

家
は
節

約
傾
向

が
強
く

な
り
、

必
要
な

も
の
だ

け
買
う

よ
う
に

し
た
。

 

旅旅
行行

会会
社社
  

・
観

光
客
減

少
に
よ

り
赤
字

が
続
き

厳
し
い

経
営
状

況
で
あ

っ
た
が

、
2
02
1
年

1
0
月
以

降
、
観

光
客

が
増

え
始

め
、
徐

々
に
改

善
し
て

い
る
。

 

家家
具具

職職
人人
  

・
需

要
・
収

入
増
加

に
よ
り

、
生
計

が
20
％

潤
っ
た

。
 

  ●●
感感

染染
症症
一一

般般
、、

ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

、、
規規

制制
状状

況況
なな

どど
  

こ
れ

ま
で

調
査
地

で
感
染

者
数
は

多
い
が

、
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

対
象
者

全
員
が

ワ
ク
チ

ン
を
す

で
に
接

種
し
て

お
り
、
外

出

を
控

え
る
と

い
っ
た

対
策
を

取
っ
て

い
た
。

周
り
で

は
2
0
～
5
0
人
が

感
染

し
て
お

り
（
表

5、
ほ

と
ん
ど

の
住
民

が
感
染

し
た

と
思
わ

れ
る
が

、
P
C
R
検

査
を
し

て
な
い

た
め
正

確
な
感

染
者
数

は
不
明

）、
1
～
6
人
が

コ
ロ

ナ
で

亡
く
な

っ
た
。
調

査
対

象
地
の

住
民
の

多
く
が

ア
ス
ト

ラ
ゼ
ネ

カ
製
の

ワ
ク
チ

ン
を
接

種
し
、

周
り
の

人
の

9
0
％

以
上

が
接
種

し
て
い

た
。

場
所

に
よ

っ
て

は
一

部
の

施
設

で
ワ

ク
チ

ン
接

種
証

明
書

を
求

め
ら

れ
る

場
合

が
あ

る
。

コ
ロ

ナ
流

行
後

は
、

外
出

を
控

え
、
手
洗

い
、
マ

ス
ク

着
用
、
ア

ル
コ
ー

ル
消
毒

を
徹
底

し
て
い

た
が
、
ワ
ク

チ
ン
接

種
後
は

緩
和
し

て
き
て

い
る
と

思
わ
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 れ
る

。
 

マ
ス

ク
は

家
で
は

使
わ
な

い
が
（
家

族
全
員

が
ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

て
い
る

た
め
）
、
外
出

時
（

特
に
病

院
や
銀

行
へ
入

る
場

合
）
は

着
用

し
て
い

る
住
民

が
多
い

。
一

方
で
、
ワ

ク
チ
ン

接
種
後

は
安

心
し

て
気

に
せ
ず

着
用
し

て
い
な

い
（

ほ
と

ん
ど

の
住

民
が

接
種

済
み

だ
か

ら
、

感
染

す
る

こ
と

は
な

い
、

あ
る

い
は

感
染

し
て

も
軽

症
で

済
む

か
ら

問
題

な
い

と
考

え
て

い
る
）
人

も
多

い
。
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
時

も
マ
ス

ク
を
着

用
し
て

い
る
対

象
者
は

見
ら
れ

ず
、
日

本
在
住

の
日
本

人
と
比

べ
る

と
、

ブ
ラ

ジ
ル

人
は

そ
れ

ほ
ど

神
経

質
に

な
ら

ず
に

普
段

通
り

の
生

活
を

送
っ

て
い

る
よ

う
に

見
受

け
ら

れ
た

。
ト

メ
ア

ス
ー
で

は
ワ
ク

チ
ン
接

種
後
も

感
染
が

確
認
さ

れ
た
住

民
も
い

る
た
め

、
普
段

か
ら
マ

ス
ク
着

用
が
重

要
で
あ

る
。
 

調
査

地
で

は
コ
ロ

ナ
感
染

防
止
た

め
の
規

制
が
あ

っ
た
が

、
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

対
象
者

に
対
し

て
大
き

な
利
益
・
不
利

益
は

確
認

さ
れ
な

か
っ
た

。
ト
メ

ア
ス
ー

市
で
は

コ
ロ
ナ

流
行
の

ピ
ー
ク

時
（
2
0
2
0
年

4
月

～
6
月

）
は

、
商
店

等
が

9
時

～

15
時

ま
で
の

短
縮
営

業
を
行

い
、
入

店
時
の

マ
ス
ク

着
用
や

ア
ル
コ

ー
ル
消

毒
を
義

務
付
け

て
い
た

。
ロ
ッ

ク
ダ
ウ

ン
時

は
洋

服
店

や
家

電
量

販
店

が
閉

ま
っ

た
が

、
食

料
品

店
は

短
縮

営
業

を
行

い
、

一
時

期
は

自
動

車
の

運
転

に
よ

る
移

動
が

禁
止

さ
れ

て
い

た
。

現
在

で
は

一
部

の
店

舗
や

公
証

役
場

、
大

規
模

な
イ

ベ
ン

ト
会

場
に

入
る

場
合

は
ワ

ク
チ

ン
接

種
証

明
書

の
提
示

が
必
要

で
あ
る

。
ト
メ

ア
ス
ー

の
大
学

や
学
校

の
多
く

は
ま
だ

休
校
し

て
い
る

。
 

カ
メ

タ
ー

市
で
は

コ
ロ
ナ

流
行
の

ピ
ー
ク

時
は
、
ス

ー
パ
ー

や
銀
行

の
営
業

時
間
が

短
縮
さ

れ
、
自

由
に
買

い
物
が

で
き

な
く

困
っ
た

が
、
ワ

ク
チ

ン
接
種

が
進
み

、
感
染

者
数
も

減
少
し

て
き
た

こ
と
か

ら
、
2
0
21

年
1
2
月

の
時
点

で
は
少

し
ず

つ
外

出
で
き

る
よ
う

に
な
っ

て
い
る

。
外

食
で

き
な
い

分
貯
金

で
き
、
感

染
者

の
多
い

中
心
街

に
は
行

か
な
い

よ
う
に

し
、

在
宅

時
間

が
増

え
た

結
果

、
所

有
地

で
の

労
働

時
間

が
増

え
、

ボ
ー

ト
の

修
理

な
ど

遅
れ

て
い

た
作

業
を

進
め

る
こ

と
が

で
き

て
い
る

。
 

以
上

よ
り

、
調

査
地
で

は
規
制

に
よ
る

利
益
・
不
利

益
は
顕

著
で
は

な
く
、
ワ

ク
チ
ン

接
種
が

進
ん
だ

こ
と
に

よ
り
、
感

染
者

数
が

減
少

し
、

状
況

は
改

善
し

て
き

て
い

る
が

、
接

種
後

は
感

染
を

気
に

せ
ず

対
策

を
緩

め
て

生
活

し
て

い
る

人
が

多
い

と
思

わ
れ

る
た

め
、

普
段

か
ら

マ
ス

ク
着

用
お

よ
び

ア
ル

コ
ー

ル
消

毒
を

行
い

、
感

染
し

な
い

よ
う

に
十

分
に

留
意

し
て

行
動
す

る
こ
と

が
求
め

ら
れ
る

。
 

 

表
5
．
感

染
症
一
般

、
ワ
ク

チ
ン
接

種
、
規

制
状
況

な
ど
 

  
各各

状状
況況

  
そそ

のの
他他

  

周周
りり

のの
感感

染染
者者

数数
  

2
0
～
5
0
人
 

ほ
と

ん
ど

の
住

民
が

感
染

し
た

と
思
わ

れ
る
が

、
P
CR

検
査
を
し

て
な

い
た

め
正
確

な
感
染

者
数
は

不
明
。
 

周周
りり

のの
死死

亡亡
者者

数数
  

1
～

6
人
 

―
 

ワワ
クク

チチ
ンン

のの
種種

類類
  

ア
ス

ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
が
多

い
 

―
 

ワワ
クク

チチ
ンン

接接
種種

率率
  

9
0
％
以

上
 

―
 

ママ
スス

クク
着着

用用
  

外
出

時
（

病
院
や

銀
行
等

へ
入
る

場
合
）
は

着
用

し
て

い
る
住

民
が
多

い
。
一

方
で
、
ワ

ク
チ

ン
接
種

後
は

着
用
し

な
い
住

民
も
多

い
。
 

―
 

規規
制制

  
・
店

舗
等

の
短
縮

営
業
、
自

動
車
の

運
転
禁

止
、
ワ

ク
チ

ン
接

種
証
明

書
の
提

示
。
 

・
外

食
で
き

な
い
分

貯
金
で

き
た
。
 

・
感
染

者
の
多

い
中
心

街
に
は

行
か

な
い

よ
う

に
し
た

。
 

・
在
宅

に
時
間

が
増
え

た
結
果

、
所

有
地

で
の

労
働
時

間
が
増

え
、
遅

れ
て

い
た

作
業

を
進

め
る

こ
と

が
で

き
た

。
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 ●●
考考

察察
・・
提提

言言
  

本
調

査
結

果
よ
り

、
コ
ロ

ナ
感
染

症
蔓
延

が
森
林

と
そ
の

資
源
の

利
活
用

に
携
わ

る
関
係

者
に
少

な
か
ら

ず
影
響

を
与

え
て

い
る
こ

と
が
明

ら
か
に

な
っ
た

。
そ
の

影
響
は

業
種
に

よ
っ
て

異
な
り

、
間
接

的
あ
る

い
は
一

過
性
と

言
え
る

も
の

も
多

か
っ
た

が
、
特

に
観
光

業
へ
の

影
響
は

大
き
く

、
長
期

間
経
営

状
況
が

困
難
で

あ
っ
た

。
観
光

客
が
来

な
け
れ

ば
、

収
入

が
な
い

た
め
、

ジ
ャ
ン

グ
ル
ロ

ッ
ジ
や

周
辺
の

森
林
な

ど
は
維

持
管
理

が
で
き

ず
、
荒

れ
て
い

っ
て
お

り
、
定

期
的

な
メ

ン
テ
ナ

ン
ス
が

必
要
で

あ
る
。

ま
た
、

政
府
の

財
政
状

況
に
よ

っ
て
活

動
が
停

滞
す
る

と
い
う

類
の
も

の
は
経

済
回

復
等

に
因
る

部
分
が

大
き
い

が
、
影

響
が
長

引
く
可

能
性
も

あ
る
と

考
え
ら

れ
る
。

そ
し
て

、
地
域

に
よ
っ

て
は
、

都
市

部
を

離
れ
て

農
村
部

へ
と
移

住
し
、

新
規
就

農
す
る

と
い
う

選
択
肢

を
選
ん

で
い
る

人
た
ち

も
少
な

か
ら
ず

い
る
と

い
う

話
も

あ
り
、

そ
の
よ

う
な
現

象
に
対

し
て
は

、
農
業

が
森
林

伐
採
圧

力
に
つ

な
が
ら

な
い
よ

う
に
環

境
配
慮

型
の
持

続
的

農
業

の
導
入

支
援
な

ど
が
望

ま
れ
る

。
今
後

、
こ
の

よ
う
な

感
染
症

の
影
響

を
受
け

て
い
る

森
林
関

係
者
を

サ
ポ
ー

ト
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
、

森
林
保

全
に
資

す
る
こ

と
が
期

待
さ
れ

る
が
、

本
調
査

で
は
表

面
的
な

部
分
で

し
か
情

報
を
得

る
こ

と
は

で
き
な

か
っ
た

た
め
、

以
下
の

よ
う
な

内
容
に

お
い
て

、
よ
り

詳
細
な

調
査
を

実
施
す

る
こ
と

で
よ
り

具
体
的

・
効

果
的

な
支
援

・
サ
ポ

ー
ト
等

を
検
討

し
て
い

く
こ
と

が
で
き

る
の
で

は
な
い

か
と
思

わ
れ
る

。
 

 ①
 
観
光

業
 

今
回

の
調

査
か
ら

エ
コ
ツ

ア
ー
実

施
地
域

に
お
い

て
、
エ

コ
ツ
ア

ー
の
イ

ン
フ
ラ

が
劣
化

し
て
い

る
状
況

が
指
摘

さ
れ

た
が
、

そ
の
影

響
度
は

明
確
に

は
な
っ

て
い
な

い
。
森

林
資
源

を
エ
コ

ツ
ア
ー

に
利
活

用
す
る

為
に
は

イ
ン
フ

ラ
は

重
要
で

あ
り
、

エ
コ
ツ

ア
ー
が

盛
ん
な

地
域
を

対
象
と

し
て
、

エ
コ
ツ

ア
ー
事

業
者
に

絞
っ
た

現
状
調

査
を
行

い
、

課
題
等

を
浮
き

彫
り
に

し
て
、

森
林
保

全
の
支

援
・
サ

ポ
ー
ト

策
を
検

討
す
る

。
 

 

②
 
農
業

・
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
普

及
 

地
域
に

よ
っ
て

は
都
市

部
か
ら

農
村
部

に
移
り

、
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
な

ど
の
農

業
を
始

め
る
人

が
増
え

て
き

て
い

る
。

そ
の
よ

う
な
新

規
就
農

者
に
対

す
る
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

に
関
す

る
技
術

指
導
を

支
援
す

る
よ
う

な
活

動
や

調
査

事
業
を

行
い
、

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
の
普

及
と
森

林
保
全

に
貢
献

す
る
。

こ
れ
に

関
し
て

は
、
ア

グ
ロ

フ
ォ

レ
ス

ト
リ
ー

向
け
の

融
資
枠

が
余
っ

て
い
る

と
い
う

情
報
が

今
回
の

調
査
で

得
ら
れ

た
が
、

こ
れ
が

ど
れ
く

ら
い

の
規

模
で

停
滞
し

て
い
る

の
か
等

に
つ
い

て
は
明

確
に
な

っ
て
お

ら
ず
、

こ
の
点

に
関
し

て
の
現

状
調
査

を
行
う

こ
と

も
興

味
深

い
と
思

わ
れ
る

。
 

ト
メ
ア

ス
ー
の

遷
移
型

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
（
短

期
・
中

期
・
長

期
の
農

作
物
と

樹
木
を

組
み
合

わ
せ
る

こ
と

で
二

次
遷

移
の
様

相
を
呈

し
て
い

る
）
は

ブ
ラ
ジ

ル
政
府

か
ら
、

社
会
技

術
及
び

法
定
保

全
林
と

し
て
認

め
ら
れ

て
お

り
、

近
年

で
は
ト

メ
ア
ス

ー
以
外

の
地
域

（
カ
メ

タ
ー
市

、
モ
ジ

ュ
ー
市

、
マ
ラ

バ
ー
市

な
ど
）
、

他
州
（
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州

マ
ニ

コ
レ
市

、
マ
ラ

ニ
ャ
ン

州
）
、
他
国

（
ボ
リ

ビ
ア
、

ガ
ー
ナ

）
へ
と

普
及
し

て
い
る

。
各
地

の
農
家

へ
の
ア

グ
ロ

フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
の

指
導
・

普
及
の

拡
大
に

よ
り
、

自
然
環

境
に
配

慮
し
た

持
続
可

能
な
営

農
や
多

角
経
営

化
を

図
り

、
人

々
の
生

計
を
向

上
さ
せ

、
森
林

保
全
を

進
め
て

い
く
こ

と
に
資

す
る
も

の
と
考

え
る
。

 

ち
な
み

に
、
パ

ラ
ー
州

政
府
は

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
の
普

及
を
推

進
し
て

い
る
た

め
、
こ

れ
は
州

の
政
策

と
も

合
致

す
る

も
の
で

あ
る
。

ま
た
、

2
0
2
1
年

1
月

8
日
に
、

日
本
国

外
務
省

及
び
ブ

ラ
ジ
ル

外
務
省

は
、
ア

マ
ゾ
ン

地
域

の
生

物
多

様
性
の

持
続
可

能
な
利

用
に
関

す
る
「

ト
メ
ア

ス
協
力

覚
書
」

を
結
び

、
R
ED
D
＋
の
促

進
な
ど

の
分
野

に
お

け
る

協
力

の
機
会

を
追
従

し
て
い

る
た
め

、
こ
れ

に
も
貢

献
す
る

こ
と
が

期
待
さ

れ
る
。

 

 

34
 

 ③
 
調
査

・
研
究

、
保
全

活
動
 

政
府

の
財
政

難
に
よ

っ
て
森

林
に
関

す
る
調

査
研
究

が
停
滞

し
て
い

る
こ
と

が
指
摘

さ
れ
た

点
に
関

し
、
具

体
的
な

調
査
研

究
内
容

や
そ
の

規
模
等

も
不
明

で
あ
り

、
ま
た

、
こ
れ

を
代
替

す
る
よ

う
な
こ

と
は
不

可
能
で

あ
る
が

、
何
か

ら
の
形

で
森
林

保
全
活

動
に
資

す
る
調

査
研
究

活
動
へ

の
支
援

・
サ
ポ

ー
ト
が

で
き
る

よ
う
な

こ
と
が

検
討
で

き
る
と

有
益
で

は
な
い

か
と
考

え
る
。

例
え
ば

、
団
体

・
N
GO

の
活
動

の
面
で

も
、
ど

の
よ
う

な
活
動

が
大
手

企
業
等

か
ら
の

サ
ポ
ー

ト
を
得

ら
れ
て

い
る
の

か
、
ま

た
、
活

動
助
成

を
得
る

こ
と
に

苦
労
し

て
い
る

団
体
・

N
G
O
の

課
題
は

何
な
の

か
と
い

う
こ
と

を
掘
り

下
げ
て

調
査
し

、
効
果

的
な
支

援
の
在

り
方
を

模
索
す

る
等
は

有
効
で

は
な
い

か
と
考

え
る
。
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 【
添

付
資

料
】
 

（
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

調
査

個
票
）

 

  イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

①
 

日
時

：
20

21
年

12
月

2（
木

）
、
朝

10
時

30
分

～
12

時
 

場
所

：
A

C
TA

 
参

加
者
：

小
長

野
氏
、

林
、
北

村
 

方
法

：
リ

モ
ー

ト
会
議

（
W

ha
ts

ap
p
を

利
用
）

 
 

 

図
．

小
長

野
氏
（

中
央
）

へ
の
イ

ン
タ

ビ
ュ
ー

の
様
子

 
 ①

 
調
査

者
氏

名
 

林
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答
者
氏

名
 

小
長
野

道
則

 

普
段

の
仕

事
の
業

種
 

農
業

ア
ド
バ

イ
ザ
ー

 

所
属

名
 

パ
ラ

ー
州
農

業
水
産

開
発
局

（
S
ED
A
P
）

 

所
属

先
の

従
業
員

数
 

- 

所
属

先
の

業
務
・

活
動

内
容

 
政
府
機

関
や

N
G

O
団
体
と

連
携
し
な

が
ら

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト

リ

ー
の
指

導
・

普
及
を

行
う

。
 

職
務

 
代
表

 

所
在

地
（

都
市
名

、
島

名
等
）

 
パ
ラ
ー

州
ト

メ
ア
ス

ー
市

 

②
 
関
わ

る
・

知
る
森

林
や

林
産
物

等
の

分
野

や
業

務
・
活

動
内

容
 

農
場
で

ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス

ト
リ
ー

を
実

践
し
、

多
種

多
様
な
果

樹
を

栽
培
し

て
い

る
。

 

③
 
②

の
場

所
が
①

と
違
う

場
合
は

そ
の

所
在
地

 
- 

④
 
年

代
か

年
齢

 
60

代
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 ⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
2
日

 

  【【
イイ

ンン
タタ
ビビ

ュュ
ーー

内内
容容

】】
  

・
小

長
野
氏

は
現
在

パ
ラ
ー

州
農
業

水
産
開

発
局
（

SE
DA
P
）

の
小
農
家

部
門
に

属
し
、

ト
メ
ア

ス
ー
や

モ
ジ
ュ

な
ど
の

小
農

家
に

対
し
自

然
環
境

を
配
慮

し
た
火

入
れ
を

し
な
い

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
農
法

に
つ
い

て
指
導

し
、
同

時
に

営
農

上
の

問
題
点

を
抽
出

し
政
府

に
報
告

し
て
い

る
。
小

農
家
や

政
府
職

員
を
農

場
に
招

き
、
農

業
技
術

を
指
導

し
て

い
る

。
こ

れ
ま
で

J
I
CA

事
業

な
ど
様

々
な
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
に

関
与
し

、
パ
ラ

ー
州
以

外
（
ア

マ
パ
ー

州
、
ア

マ
ゾ
ナ

ス
州

、
ガ

ー
ナ
、

ボ
リ
ビ

ア
）
か

ら
訪
れ

た
農
業

技
師
や

農
家
に

も
ト
メ

ア
ス
ー

で
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
に

つ
い

て
指

導
し

て
き
て

い
る
。

ま
た
、

N
G
O
団
体

等
と

連
携
し

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

を
訪
れ

講
演
も

行
っ
て

い
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

が
ブ
ラ

ジ
ル
で

蔓
延
す

る
以
前

（
2
02
0
年

2
月

）
は
、

政
府
が

小
農
家

を
訪
れ

指
導
し

て
い
た

が
、

3
月
以

降
蔓
延
し

て
か
ら

は
、
ロ

ッ
ク
ダ

ウ
ン
に

よ
り
小

農
家
へ

の
訪
問

が
減
少

し
、
政

府
と
生

産
者
と

の
つ
な

が
り

が
希

薄
と

な
っ
た

（
コ
ロ

ナ
を
口

実
に
訪

問
し
て

い
な
い

可
能
性

も
）
。
こ

う
し
た
中

で
も
、

小
長
野

氏
は

SN
S
ツ

ー

ル
（

W
ha
t
s
a
pp
）

を
利
用

し
て

様
々

な
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
と
連

絡
を
取

り
、
熱

意
の
あ

る
生
産

者
に
は

ご
自
身

の
農
場

に

来
て

も
ら

い
、
農

業
技
術

を
指
導

し
て
き

て
い
る

。
 

 ・
銀

行
で
は

、
小
農

家
融
資

の
資
金

が
余
っ

て
い
る

。
融
資

担
当
者

（
公
務

員
）
が

畑
に
行

け
な
い

た
め
融

資
が
進

ま
な

い
。

そ
の

他
の
融

資
担
当

者
（
個

人
営
業

）
と
は

や
り
取

り
が
可

能
だ
が

、
コ
ス

ト
が
高

い
た
め

、
融
資

を
お
願

い
す

る
農

家
は

少
な
い

。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
以
降

、
農
作

物
の
値

段
が
下

落
し
、

小
農
家

の
売
り

上
げ
は

減
少
し

、
肥
料

な
ど
の

農
業
資

材
の
価

格
が

高
騰

し
（

化
学
肥

料
代

4
0,
0
00

円
/
ト

ン
（

コ
ロ

ナ
前
）

⇒
1
2,
0
0
0
～
1
4
,
0
0
0
円
（

流
行

後
）
）、

さ
ら
に

は
物
価

上
昇

に
よ

り
生

活
が
苦

し
い
状

況
に
あ

る
。
畑

に
行
く

頻
度
が

減
少
し

、
手
入

れ
不
足

で
草
が

繁
茂
し

、
肥
料

も
買
え

な
い

た
め

、
コ

シ
ョ
ウ

は
黄
色

く
な
っ

て
い
る

。
川
沿

い
に
住

む
ア
サ

イ
ー
生

産
者
は

ア
サ
イ

ー
果
実

の
値
段

が
悪
く

、
売

れ
な

い
た

め
、
収

穫
し
た

ア
サ
イ

ー
を
捨

て
て
し

ま
っ
て

い
た
。

し
か
し

な
が
ら

、
最
近

は
コ
シ

ョ
ウ
も

ア
サ
イ

ー
も

値
段

が
上

昇
し
て

き
て
お

り
、
状

況
は
改

善
し
つ

つ
あ
る

。
こ
う

し
た
中

で
、
小

長
野
氏

は
リ
ス

ク
を
防

ぐ
た
め

に

も
、

気
候

変
動
や

自
然
環

境
に
配

慮
し
た

（
農
地

を
焼
か

ず
に
、

自
然
を

壊
さ
ず

、
煙
も

出
さ
ず

に
動
物

・
昆
虫

（
ハ

チ
な

ど
）
・

水
を

大
切

に
す
る

）
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
の

実
践
を

推
進
し

、
コ
シ

ョ
ウ
や

ア
サ
イ

ー
以
外

に
も
カ

カ
オ

や
様

々
な
木

々
を
植

え
る
こ

と
の
大

切
さ
を

教
え
て

い
る
。

 

 ・
都

市
部
に

住
ん
で

い
る
人

た
ち
は

失
業
し

、
食
料

品
も
買

え
な
く

、
政
府

か
ら
生

活
補
助

金
を
受

給
し
て

い
る
が

、
農

家
は

食
べ

物
に
困

ら
な
い

（
裏
庭

な
ど
で

農
作
物

を
栽
培

し
て
い

れ
ば
）。

 

 ・
慣

行
農
業

が
コ
ロ

ナ
以
前

は
2
00

,0
0
0
円

/h
a
の

投
資
で

可
能
で

あ
っ
た

の
が
、

流
行
後

は
40
0
,
00

0
円
/
h
a
に
上

が

っ
て

い
る

。
小
長

野
さ
ん

の
や
り

方
（
焼

か
な
い

農
業
）

で
は
、

60
00
/
h
a
レ

ア
ル

の
投

資
で
済

む
。
刈

り
取
っ

た
雑

草
を

緑
肥

と
し
て

使
う
な

ど
、
コ

ス
ト
が

か
か
ら

な
い
よ

う
に
し

て
い
る

。
 

 ・
ス

エ
ナ
ガ

氏
は
現

在
パ
ラ

ー
州
環

境
局
（

S
E
M
MA
）
に

所
属
し

て
い
る

。
現
在

の
パ
ラ

ー
州
農

務
局
長

は
ジ
ョ

バ
ニ
氏
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で
あ
る

。
 

 ・
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
対
象

者
と
し

て
、
パ

ラ
ー
州

森
林
開

発
・
生

物
多
様

性
研

究
所
（

I
D
E
FL

OR
）
の

農
業

技
師
ケ

イ
ラ
ー

氏
（
パ

ラ
ー

州
マ
ラ

バ
ー
市

在
住
）

を
ご
紹

介
い
た

だ
い
た

。
そ
の

他
に

も
、
パ

ラ
ー
州

農
業
水

産
開
発

局
の
ア

ン
ト

ニ
ア
氏

、
パ
ラ

ー
州

農
業
技

術
普
及

公
社
（

E
M
A
TE
R
）

の
ド

ウ
ハ
ラ

氏
（

カ
ス
タ

ニ
ャ
ル

在
住
）
、
パ

ラ
ー
州

森
林
開

発
・
生

物
多
様

性
研

究
所
の

職
員
（

モ
ン
チ

ア
レ
グ

レ
在
住

）
、

ブ
ラ
ジ

ル
農
牧

研
究
公

社
（
E
M
AT

ER
）

の
職
員

も
紹

介
が
可

能
。
 

 ●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
②

 
日

時
：

20
21

年
12

月
8
日

（
水
）
、
夜

8
時
～

9
時

20
分

 
参

加
者
：

佐
藤

氏
、
林

、
北
村

 
方

法
：
リ

モ
ー

ト
会
議

（
Zo

om
を

利
用
）

 
 

 
図

．
佐

藤
氏
（

下
）
へ

の
イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
の

様
子

 
 【【

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果
】】

  

  ①
 
調
査

者
氏

名
 

林
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答
者
氏

名
 

佐
藤
卓

司
 

普
段

の
仕

事
の
業

種
 

N
G

O
団
体

 

所
属

名
 

ア
マ
ゾ

ン
森

林
友
の

会
（

A
S

F
LO

R
A
）

 

所
属

先
の

従
業
員

数
 

8
人
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 所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

森
づ
く
り

・
苗

畑
整
備

・
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス
ト
リ

ー
・
環
境
教

育
の

推
進
、
ご

み
処

理
問
題

の
解

決
 

職
務

 
代

表
 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

ベ
レ

ン
圏
マ

リ
ト

ゥ
ー
バ

市
 

②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 

木
材
伐
採

の
た

め
に
、

道
路

が
整
備

さ
れ
た
こ
と

で
、
伐
採
が

加
速

し
、
牧
場

化
が

進
ん
だ

現
場

を
見
た

 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

パ
ラ
ー
州

サ
ン

フ
ェ
リ

ッ
ク

ス
・
ド

・
シ
ン
グ
ー

市
 

④
 
年
代

か
年
齢

 
74

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
8
日

 

 【【
佐佐

藤藤
氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
  

・
コ

ロ
ナ
感

染
症
が

流
行
る

前
（
2
0
1
9
年
）

と
比
べ

て
、
苗

木
用
の

種
子
を

集
め
る

た
め
に

森
林
へ

行
く
頻

度
は
減

少
し

た
。

ア
マ

ゾ
ン
森

林
友
の

会
の
活

動
自
体

に
は
大

き
な
影

響
は
な

か
っ
た

も
の
の

、
コ
ロ

ナ
禍
で

は
人
集

め
が
大

変
で

あ
っ

た
。

森
林
へ

行
く
頻

度
の
増

減
量
は

不
明
。

 

 ・
木

材
収
穫

量
が
増

え
た
か

・
減
っ

た
か
ど

う
か
は

わ
か
ら

な
い
が

、
木
材

供
給
が

落
ち
た

と
こ
ろ

も
あ
る

の
で
は

な
い

か
。

都
市

部
に
比

べ
て
農

村
部
は

コ
ロ
ナ

の
影
響

は
あ
ま

り
見
ら

れ
な
い

。
 

 ・
森

林
内
で

見
る
人

の
増
減

量
に
つ

い
て
は

わ
か
ら

な
い
。

 

 ・
A
F
F
L
O
RA

で
は
パ

ラ
ー
州

マ
リ
ト

ゥ
ー
バ

市
の
農

業
学
校

の
生
徒

に
環
境

教
育
や

森
づ
く

り
に
つ

い
て
講

義
と
圃

場
実

習
を

通
し

て
指
導

し
て
い

る
。
学

校
近
く

に
あ
る

カ
カ
オ

公
社
の

職
員
も

2
0
年
以
上

に
わ
た

り
学
生

に
指
導

し
て
い

る
。

2
02
0
年

7
月

か
ら
三

菱
商

事
か

ら
の
活

動
助
成

で
学
校

内
に
実

習
圃
場

を
設
置

し
、
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

に

関
心

を
持

っ
て
も

ら
い
、

環
境
意

識
を
持

っ
た
技

術
者
を

育
成
し

て
い
る

。
コ
ロ

ナ
流
行

後
は
生

徒
が
学

校
に
登

校
で

き
な

く
な

り
、
指

導
が
で

き
な
か

っ
た
。

ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン

後
も
学

校
か
ら

の
活
動

に
対
す

る
正
式

許
可
が

出
ず
、

各
個

人
の

自
己

責
任
で

、
自
発

的
な
行

動
と
い

う
こ
と

で
活
動

を
継
続

し
た
。

2
0
2
0
年

8
月

以
降
は
生

徒
が
戻

り
始
め

、
実

習
生

が
熱

心
に
活

動
を
続

け
た
結

果
、
森

づ
く
り

と
実
習

圃
場
の

設
置
を

行
う
こ

と
が
で

き
た
。

見
学
者

も
増
加

し
、

ト
ウ

モ
ロ

コ
シ
や

バ
ナ
ナ

な
ど
が

収
穫
で

き
る
よ

う
に
な

っ
た
。

AS
FL
O
R
A
は

州
政

府
と

連
携
し

て
良
好

な
関
係

を
築

い
て

活
動

し
て
い

る
。
以

前
は
、

1
0
年
以

上
宮
脇

方
式
で

植
林
を

行
い
、

苗
木
作

り
や
植

付
け
を

2
0
年

以
上
行

っ
て

き
て

お
り

、
豊
富

な
経
験

を
有
し

て
い
る

。
 

 ・
マ

リ
ト
ゥ

ー
バ
市

に
あ
る

森
を
削

っ
て
作

っ
た
ゴ

ミ
埋
立

地
の
周

辺
で
森

づ
く
り

を
指
導

し
て
い

る
。
パ

ラ
ー
州

政
府

森
林

開
発

・
生
物

多
様
性

研
究
所

（
I
DE
F
LO

R
）
と

連
携

し
て

ブ
ラ
ジ

ル
ナ
ッ

ツ
ノ
キ

な
ど
を

他
樹
種

と
混
植

し
よ
う

と
し

て
い

る
。
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 ・
2
0
0
0
年

～
2
0
01

年
に

は
緑
の

募
金
事

業
で
パ

ラ
ー
州

サ
ン
タ

バ
ル
バ

ラ
市
で

地
元
住

民
と
協

力
し
て

植
林
を

行
い
、

水
源

林
保

全
活
動

を
行
っ

た
。
以

前
は
マ

リ
ト
ゥ

ー
バ
市

で
は
多

く
の
森

林
が
あ

っ
た
が

、
住
宅

建
設
プ

ロ
グ
ラ

ム
の

実
施

に
よ

り
、
自

然
環
境

が
荒
ら

さ
れ
、

豊
か
な

森
林
が

失
わ
れ

た
。
 

 ・
2
0
2
0
年

に
ベ

レ
ン

で
ロ
ッ

ク
ダ
ウ

ン
が
あ

り
、
苗

木
の
様

子
を
職

員
に
見

に
行
か

せ
る
こ

と
は
で

き
た
が

、
2
週

間
ほ

ど
活

動
は

で
き
な

か
っ
た

。
ロ
ッ

ク
ダ
ウ

ン
時
に

は
農
場

の
近
く

に
住
ん

で
い
る

人
は
よ

い
が
離

れ
て
い

る
と
こ

ろ
に

住
ん

で
い

る
人
は

農
場
に

行
く
の

も
大
変

だ
っ
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
の

時
は
他

の
学
校

か
ら
人

を
集
め

て
作
業

を
し
た

。
2
02
0
年

9
月

以
降
に
校

長
も
来

て
も
ら

え
る
よ

う
に
な

っ

た
。

コ
ロ

ナ
流
行

後
は
植

樹
祭
な

ど
の
イ

ベ
ン
ト

を
行
う

際
に
人

集
め
が

大
変
で

あ
っ
た

。
 

 ・
ベ

レ
ン
周

辺
の
都

市
で
は

パ
ン
デ

ミ
ッ
ク

の
間
は

、
農
地

不
動
産

投
資
が

収
ま
り

、
森
林

減
少
は

少
な
か

っ
た
。

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

が
落
ち

着
く
と

、
土
地

が
新
し

く
伐
り

開
か
れ

森
林
が

減
少
し

て
い
っ

た
。
 

 ・
違

法
伐
採

の
取
り

締
ま
り

は
リ
ス

ク
が
伴

い
、
容

易
で
は

な
い
。

世
界
中

で
ア
マ

ゾ
ン
熱

帯
林
の

保
全
が

望
ま
れ

て
い

る
が

、
現

場
の
人

た
ち
は

生
活
が

か
か
っ

て
い
る

た
め
、

そ
う
い

っ
て
ら

れ
な
い

。
零
細

農
家
が

持
続
的

に
農
業

が
で

き
る

よ
う

に
育
て

て
い
く

こ
と
が

重
要
で

あ
る
。

 

 ・
A
I
M
E
X
加

盟
企
業

（
木
材

輸
出
業

協
会
）

の
森
林

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

担
当
の

方
を
紹

介
し
て

い
た
だ

け
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
の

影
響
で

は
な
い

が
、
パ

ラ
ー
州

で
は
規

制
に
よ

り
白
材

の
木
材

チ
ッ
プ

が
不
足

し
て
い

る
。
養

鶏
業
者

は
木

材
チ

ッ
プ

の
代
わ

り
に
床

に
苛
性

ソ
ー
ダ

を
ま
い

て
い
る

た
め
、

薬
害
が

発
生
し

て
い
る

。
 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
③

 
日
時

：
20

21
年

12
月

10
日

（
金
）
、

18
時
～

19
時

20
分

 
参
加

者
：
ケ

イ
ラ
ー

氏
、
小

長
野
氏

、
林
、

北
村

 
方
法

：
Zo

om
を
利

用
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図

．
ケ

イ
ラ
ー

氏
（
下

）
へ

の
イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
の
様

子
 

 【【
イイ

ンン
タタ

ビビ
ュュ

ーー
結結

果果
】】

  

  ①
 
調
査

者
氏

名
 

林
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答
者
氏

名
 

ケ
イ
ラ

ー
・

レ
ジ
ー

ナ
・

ボ
ル
ジ

ェ
ス

 

普
段

の
仕

事
の
業

種
 

公
務
員

 

所
属

名
 

パ
ラ
ー

州
森

林
開
発

・
生

物
多
様

性
研

究
所

 

所
属

先
の

従
業
員

数
 

―
 

所
属

先
の

業
務
・

活
動

内
容

 
小
農
家

に
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ

ス
ト
リ

ー
を

指
導

 

職
務

 
地
域
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

 

所
在

地
（

都
市
名

、
島

名
等
）

 
パ
ラ
ー

州
マ

ラ
バ
ー

市
 

②
 
関
わ

る
・

知
る
森

林
や

林
産
物

等
の

分
野

や
業

務
・
活

動
内

容
 

―
 

③
 
②

の
場

所
が
①

と
違
う

場
合
は

そ
の

所
在
地

 
―

 

④
 
年

代
か

年
齢

 
50

代
 

⑤
 
性

別
 

女
性

 

⑥
 
回

答
日

 
20

21
年

12
月

10
日
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  【【
ケケ

イイ
ララ
ーー

氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
  

・
2
0
2
0
年

3
月

以
降

に
コ
ロ

ナ
が
蔓

延
し
て

い
た
こ

ろ
は
、

農
家
の

入
り
口

に
「
訪

問
お
断

り
」
の

張
り
紙

が
あ
り

、
小

農
家

を
訪

ね
る
こ

と
が
で

き
ず
、

大
変
驚

い
た
。

 

 ・
小

農
家
は

収
穫
物

を
小
売

店
等
で

販
売
し

て
い
た

が
、
コ

ロ
ナ
蔓

延
後
は

S
N
S（

W
h
a
sa
p
p
）
を

利
用

し
て
、

収
穫
物

（
キ

ャ
ッ
サ

バ
、
ク

プ
ア
ス

ー
な
ど

）
を
か

ご
に
入

れ
て
販

売
す
る

よ
う
に

な
っ
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

肥
料
や

除
草
剤

な
ど
の

値
段
が

高
騰
し

た
が
、

コ
ロ
ナ

禍
で
も

農
業
活

動
は
停

滞
せ
ず

、
小
農

家
に

つ
い

て
は

経
済
的

な
悪
影

響
は
見

ら
れ
な

か
っ
た

。
 

 ・
都

市
部
か

ら
農
村

部
に
移

住
し
、

農
業
を

始
め
る

人
が
多

く
み
ら

れ
、
森

林
伐
採

が
増
加

し
た
。

2
0
2
0
年

は
政
府

の
取

締
り

が
ほ

と
ん
ど

な
か
っ

た
が
、

2
0
2
1
年

は
環
境

局
、
軍

、
I
BA

MA
等
が

総
出
で

現
地
取

締
強
化

し
、
伐

採
が
減

少
し

て
い

る
。

新
規
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

植
栽
の

関
心
は

高
く
、

カ
カ
オ

な
ど
の

苗
づ
く

り
の
種

子
が
足

り
て
い

な

い
。

ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
は

森
林
再

生
の
打

開
策
で

あ
る
。

 

 ・
I
D
E
F
L
OR

が
実
施

し
て
い

る
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
（
P
R
O
S
AF
）

で
は
ア

グ
ロ

フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
の

実
証
圃

場
（
4
h
a）

を
設
置

し
、

講
習

を
行
っ

て
い
る

。
 

 ・
2
0
1
9
年

か
ら

2
02
1
年

に
か

け
て

、
サ
ン

フ
ェ
リ

ッ
ク
ス

・
ド
・

シ
ン
グ

ー
市
で

は
森
林

を
保
全

し
な
が

ら
ア
サ

イ
ー

や
カ

カ
オ

を
混
植

し
て
い

る
。
多

く
の
人

が
カ
カ

オ
を
植

え
た
が

っ
て
い

る
。
カ

ラ
ジ
ャ

ス
地
域

や
マ
ラ

バ
ー
市

で

は
、

2
01
4
年
～
2
01
7
年
に
は

カ
カ

オ
や
ア

サ
イ
ー

以
外
に

も
、
ア

フ
リ
カ

ン
マ
ホ

ガ
ニ
ー

や
ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド

（
Ca

ra
pa

 g
ui
an

en
si
s）

な
ど

20
種
類
以

上
の
木

々
を
植

え
て
い

る
。
こ

れ
ま
で

40
箇
所

で
苗

畑
を

整
備
し

て
き

た
が

、
コ

ロ
ナ
が

流
行
し

て
以
降

、
2
02
0
年

は
木

々
の
種
子

が
到
着

し
な
い

た
め
、

苗
木
が

作
れ
な

か
っ
た

こ
と
が

あ

る
。

2
02
0
年

7
月

に
は
、

個
人

的
に

種
子
を

持
っ
て

行
っ
た

こ
と
が

あ
る
。

2
0
2
1
年

は
通
常

通
り
種

子
は
届

い
て
い

る
。

マ
ラ

バ
ー
市

か
ら
農

村
部
ま

で
は

1
6
k
m
離
れ

て
い
る
が

、
尋
ね

る
と
き

は
い
つ

も
マ
ス

ク
を
着

用
し
て

い
る
。

マ
ラ

バ
ー

市
の
イ

ン
デ
ィ

オ
た
ち

は
コ
ロ

ナ
感
染

を
恐
れ

て
、
現

在
の
集

落
か
ら

さ
ら
に

奥
地
へ

と
避
難

し
て
い

る
。
 

 ・
小

農
家
へ

ア
グ
ロ

フ
ォ
レ

ス
ト
リ

ー
を
指

導
し
普

及
す
る

こ
と
で

、
農
家

を
増
や

し
、
多

角
経
営

化
を
図

り
、
人

々
の

生
計

を
向

上
さ
せ

て
い
き

た
い
。

 

 ・
ケ

イ
ラ
ー

氏
は
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周
囲
の

人
の
多

く
が
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
て
い

る
。

コ
ロ

ナ
で

友
人
を

失
っ
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

物
価
上

昇
で
食

料
品
価

格
が
上

昇
し
た

。
農
村

部
で
は

多
く
の

人
が
焼

畑
を
行

い
、
ト

ウ
モ
ロ

コ
シ

な
ど

を
植

え
始
め

た
。
コ

メ
も
買

う
よ
り

も
植
え

た
方
が

良
い
と

考
え
て

い
た
。

 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
④

 

44
 

 日
時

：
20

21
年

12
月

15
日

（
水
）
、

10
時
～

11
時

 
参
加

者
：
エ

ウ
ソ
ン

氏
、
稲

田
氏
（

ト
メ
ア

ス
ー
文

化
農
業

振
興
協

会
専
務

理
事
）
、

北
村

 
方
法

：
対
面

 
 

 
 

エ
ウ

ソ
ン

氏
（
家

具
職
人

）
 

イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
調
査

の
様
子

 

 

 

作
業
場

の
様
子

 
 

 
 【【

イイ
ンン

タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果

】】
  

  ①
 
調
査
者

氏
名

 
林

、
北
村

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

回
答

者
氏

名
 

エ
ウ
ソ
ン

・
マ

ル
ケ
ス

 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
家

具
職
人

（
自

営
業
）

 

所
属
名

 
パ

シ
ェ
ッ

コ
家

具
 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
0
人

 

所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

家
具
（
椅

子
、

机
、
ベ

ッ
ド

、
網
戸

な
ど
）
を
作

る
 

職
務

 
代

表
 

184
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 所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

ト
メ

ア
ス
ー

市
ク

ア
ト
ロ

ボ
ッ
カ
ス
地

区
 

②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 
―

 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

―
 

④
 
年
代

か
年
齢

 
61

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
15

日
 

 【【
エエ

ウウ
ソソ
ンン

氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
 

・
自

営
業
で

注
文
に

応
じ
て

家
具
（

椅
子
、

机
、
網

戸
、
ベ

ッ
ド
等

）
を
制

作
。
 

 ・
コ

ロ
ナ
感

染
症
が

流
行
る

前
と
比

べ
て
、

注
文
・

需
要
は

4
0
～
5
0
％

増
加

し
た
（
仕

事
が
休

み
に
な

り
、
自

宅
に
い

る

時
間

が
増

え
た
こ

と
で
、

新
し
い

家
具
を

購
入
し

た
い
と

い
う
意

識
が
高

ま
っ
た

た
め
。

ま
た
国

か
ら
の

補
助
金

で
家

具
を

買
っ

た
人
も

多
い
）
。
 

 ・
製

造
量
及

び
収
入

は
3
0％

増
加
し

た
。
仕

事
が
手

一
杯
で

、
自
分

が
で
き

な
い
箇

所
は
友

人
の
家

具
職
人

に
頼
ん

だ
。
 

 ・
入

手
し
に

く
く
な

っ
た
林

産
品
や

部
材
は

特
に
な

い
が
、

原
材
料

（
木
材

、
主
と

し
て
マ

メ
科
の

チ
ン
ボ

ラ
ー
ナ

（
Pi

pt
ad

en
ia
 s

ua
ve
lo

le
ns

）
を

使
用
）

の
値
段

が
18
,
0
00

円
/
m
3
か
ら

2
6
,
00
0
円

/
m
3
と
約

1
4％

上
が

っ
た
（

輸

送
費

や
チ

ェ
ン
ソ

ー
の
燃

料
費
・

部
品
の

高
騰
に

よ
り
）
。

こ
の
た
め

、
販
売

価
格
を

2
0
％
上
げ

た
。
結

果
的
に

、
生

計
は

1
0%

～
1
5%
ほ

ど
潤
っ

た
。

 

 ・
合

板
を
使

っ
て
い

る
友
人

の
家
具

職
人
は

家
具
の

引
き
出

し
に
使

う
部
品

（
中
国

産
の
ベ

ア
リ
ン

グ
）
が

不
足
し

た
。
 

 
 

 

・
ト

メ
ア
ス

ー
市
で

は
コ
ロ

ナ
流
行

後
、
商

店
等
が

9
時

～
15

時
ま

で
の
短

縮
営
業

を
行
い

、
入
店

時
の
マ

ス
ク
着

用
や

ア
ル

コ
ー

ル
消
毒

を
義
務

付
け
て

い
た
。

ロ
ッ
ク

ダ
ウ
ン

時
は
洋

服
店
や

家
電
量

販
店
が

閉
ま
っ

た
が
、

食
料
品

店
は

短
縮

営
業

を
行
っ

て
い
た

。
現
在

で
は
一

部
の
店

舗
や
公

証
役
場

、
大
規

模
な
イ

ベ
ン
ト

会
場
に

入
る
場

合
は
ワ

ク
チ

ン
接

種
証

明
書
の

提
示
が

必
要
で

あ
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
に
よ

り
、
仕

事
量
は

増
え
、

悪
影
響

は
な
か

っ
た
。

 

 ・
2
0
1
9
年

で
は

1
日

あ
た
り

の
生
活

費
が
約

2
,
0
00

円
で
あ

っ
た
が

、
コ
ロ

ナ
流
行

後
の
収

入
増
加

に
伴
い

、
2
02

0
年

で
は

約
3
,0
0
0
円

に
増

加
し
た
。

コ
ロ
ナ

流
行
前

は
携
帯

電
話
の

所
有
台

数
が
家

族
で

1
台
で
あ

っ
た
が

、
現
在

は
3

台
で

あ
る

。
鶏
肉

ば
か
り

で
な
く

、
牛
肉

や
ビ
ー

ル
も
少

し
は
買

え
る
よ

う
に
な

っ
た
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

、
普
段

か
ら
手

洗
い
に

気
を
付

け
、
ア

ル
コ
ー

ル
で
し

っ
か
り

消
毒
す

る
よ
う

に
し
た

。
ま
た

、
来
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客
に

は
使

い
捨
て

の
お
皿

や
コ
ッ

プ
を
使

う
よ
う

に
し
た

（
以
前

は
普
段

使
い
の

食
器
を

使
っ
て

い
た
が

、
コ
ロ

ナ
感

染
防

止
の

た
め
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
製

の
使
い

捨
て
の

も
の
に

変
え
た

）。
 

 ・
周

り
で
は

少
な
く

と
も

5
0
人

以
上

は
、
感
染

し
て
い

る
と
思

わ
れ
る

（
ほ
と

ん
ど
の

人
が
感

染
し
た

と
思
わ

れ
る

が
、

P
CR

検
査
を

し
て
な

い
か
ら

正
確
な

感
染
者

数
は
わ

か
ら
な

い
）。

6
人

（
友
人

2
人

、
客

4
人

）
が

コ
ロ
ナ
で

亡

く
な

っ
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
バ

ッ
ク
の

ワ
ク
チ

ン
を
接

種
し
た

。
周
り

の
人
の

約
9
5%
が

ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

て
い
る

と
思
わ

れ
る
。

 

 ・
マ

ス
ク
は

家
で
は

使
わ
な

い
が
（

家
族
全

員
が
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
て
い

る
た
め

）
、

外
出
時

は
常
に

着
用
し

て
い

る
。

周
り

の
人
の

約
3
0%

が
病
院

や
銀
行

へ
の
立

ち
入
り

、
会
議

へ
の
参

加
の
際

（
密
集

地
に
行

く
場
合

に
）
に

着
用

し
て

い
る

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

規
制
に

よ
り
、

商
店
等

の
営
業

時
間
が

短
縮
さ

れ
、
自

分
が
空

い
て
い

る
時
間

に
閉
ま

っ
て
い

た
た

め
、

大
変

困
っ
た

。
 

 ・
得

し
た
こ

と
は
、

コ
ロ
ナ

流
行
に

よ
り
家

具
の
注

文
・
需

要
が
増

え
た
こ

と
と
、

外
出
が

制
限
さ

れ
、
在

宅
時
間

が
増

え
た

結
果

、
家
で

の
勤
務

時
間
が

増
え
た

こ
と
で

あ
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

ア
ル
コ

ー
ル
を

家
の
出

入
り
口

に
置
き

、
テ
ー

プ
を
張

る
よ
う

に
し
た

（
話
を

す
る
だ

け
に
来

る
人

が
入

れ
な

い
よ
う

に
）
。
そ
の

結
果
、

友
人
は

あ
ま
り

家
に
来

な
く
な

っ
た
。

自
分
も

他
人
の

家
や
誕

生
日
会

等
に
行

か
な

い
よ

う
に
し

て
い
る

。
お
互

い
に
コ

ロ
ナ
に

感
染
し

な
い
よ

う
に
気

を
付
け

て
い
る

。
 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
⑤

 
日
時

：
20

21
年

12
月

16
日

（
木
）
、

10
時
～

11
時

 
参
加

者
：
坂

口
氏
、

北
村

 
方
法

：
対
面

 

 
 

坂
口
氏

（
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
農

家
）
 

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

調
査
の

様
子
 

 

185
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 【【
イイ

ンン
タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果

】】
  

①
 
調
査
者

氏
名

 
北

村
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

回
答

者
氏

名
 

坂
口
渡
フ

ラ
ン

シ
ス
コ

 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
農

業
 

所
属
名

 
- 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
2
人

 

所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

バ
ナ
ナ
チ

ッ
プ

ス
や
ク

ッ
キ

ー
（
ブ

ラ
ジ
ル
ナ
ッ

ツ
ノ
キ
の
種

子
を

利
用
）
の

製
造

・
販
売

、
熱

帯
フ
ル

ー
ツ
（
ア
サ

イ
ー
、
ジ
ャ

ッ
ク

フ
ル
ー
ツ

等
）

や
野
菜

（
キ

ャ
ッ
サ

バ
芋
等
）
の

栽
培
・
販
売

、
 

職
務

 
代

表
 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

ト
メ

ア
ス
ー

市
 

②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 

自
分
の
所

有
地

に
あ
る

倒
木

（
バ
ク

リ
ー
や
ウ
シ

ノ
キ
）
を
製

材
し

て
家
の
リ

フ
ォ

ー
ム
等

に
使

う
 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

―
 

④
 
年
代

か
年
齢

 
62

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
16

日
 

 【【
坂坂

口口
氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
 

・
1
9
7
0
年

代
か

ら
父

親
（
故

・
陞
氏

）
と
共

に
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
を

実
践
し

、
ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
（

Ca
ra

pa
 

gu
ia

ne
ns

is
）

や
ゴ
ム

ノ
キ
、

ブ
ラ
ジ

ル
ナ
ッ

ツ
ノ
キ

、
カ
カ

オ
、
ア

サ
イ
ー

、
ジ

ャ
ッ

ク
フ
ル

ー
ツ
、

マ
ン
ゴ

ス
チ

ン
な

ど
の

数
十
種

類
の
農

作
物
を

栽
培
し

て
き
て

い
る
。

ト
メ
ア

ス
ー
の

他
の
生

産
者
の

農
地
と

比
べ
て

、
坂
口

氏
の

農
地

は
樹

木
が
多

く
、
外

観
は
森

林
の
様

相
を
呈

し
て
い

る
。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
前
と

比
べ
て

農
地
に

行
く
頻

度
・
用

事
は
増

減
せ
ず

、
特
に

変
わ
っ

て
い
な

い
。
た

だ
、
2
0
20

年
3
月

以

降
に

、
コ

ロ
ナ
感

染
防
止

の
観
点

か
ら
、

加
工
品

（
バ
ナ

ナ
チ
ッ

プ
ス
、

ビ
ス
ケ

ッ
ト
）

の
製
造

場
を
隣

の
農
地

（
居

住
者

な
し

）
に
移

設
し
、

従
業
員

を
1
ヶ

月
間
休

職
さ
せ

、
製
造

を
1
ヶ

月
間
停

止
し
た

こ
と
は

あ
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
は
収

穫
量
に

影
響
は

な
い
が

、
天
候

の
影
響

で
ア
サ

イ
ー
が

4
0
％
増

加
し
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
は
違

法
伐
採

に
は
影

響
し
て

い
な
い

と
思
わ

れ
る
。

ア
グ
ロ

ビ
ジ
ネ

ス
は
ブ

ラ
ジ
ル

経
済
と

密
接
に

関
わ

っ
て

い
る

た
め
、

違
法
伐

採
を
止

め
る
の

は
難
し

い
。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
に
関

係
な
く

、
2
01
9
年
に
比

べ
て

2
02
0
年

で
は

加
工
品
の

注
文
数

・
製
造

量
は
約

1
5
％

増
加
し
て

い

48
 

 

る
。

コ
ロ

ナ
流
行

に
関
係

な
い
と

の
こ
と

で
あ
っ

た
が
、

巣
籠
需

要
的
な

要
素
も

あ
る
と

思
わ
れ

る
（
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

調
査

者
の

考
え
）
。
 

 ・
加

工
過
程

で
入
手

し
に
く

く
な
っ

た
材
料

は
な
い

が
、
製

品
を
入

れ
る
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
製

の
袋
が

2
0
0
円

か
ら

2
00
0

円
と

高
く

な
っ
た

（
主
に

石
油
高

騰
が
影

響
し
て

い
る
と

思
わ
れ

、
コ
ロ

ナ
も
少

し
は
影

響
し
て

い
る
か

も
し
れ

な

い
）
。

ま
た

、
イ

ン
フ

レ
で
食

料
品
（

小
麦
、

サ
ト
ウ

キ
ビ
、

ト
ウ
モ

ロ
コ
シ

、
米
、

大
豆
、

牛
肉
な

ど
）
も

高
騰
し

て
い

る
。

 

 ・
一

時
期
自

動
車
の

運
転
が

禁
止
さ

れ
、
食

料
品
店

や
薬
局

以
外
の

お
店
に

入
れ
な

か
っ
た

。
ト
メ

ア
ス
ー

の
大
学

や
学

校
の

多
く

は
ま
だ

休
校
し

て
い
る

。
規
制

に
よ
る

利
益
・

不
利
益

は
特
に

な
か
っ

た
が
、

経
営
の

や
り
方

が
上
手

く
な

っ
た

よ
う

に
思
う

。
 

 ・
生

計
は
特

に
変
わ

ら
な
い

。
 

 ・
私

た
ち
は

政
府
に

振
り
回

さ
れ
て

ば
か
り

で
あ
る

。
自
由

に
外
で

飲
食
で

き
な
い

か
ら
、

自
宅
に

い
る
し

か
な
い

。
 

 ・
普

段
、
生

活
・
消

費
行
動

で
変
え

た
こ
と

は
な
い

。
何
も

気
に
せ

ず
暮
ら

し
て
い

る
。
周

り
の
人

も
特
に

気
に
せ

ず
コ

ロ
ナ

に
感

染
し
て

も
堂
々

と
歩
い

て
い
る

（
症
状

の
軽
い

人
は
）。

 

 ・
周

り
で
コ

ロ
ナ
に

感
染
し

た
り
、

コ
ロ
ナ

で
亡
く

な
っ
た

り
し
た

人
が
い

る
か
ど

う
か
は

わ
か
ら

な
い
（

本
当
に

コ
ロ

ナ
か

ど
う

か
は
わ

か
ら
な

い
。
普

通
の
風

邪
で
も

コ
ロ
ナ

と
診
断

さ
れ
る

場
合
が

あ
る
た

め
）。

 

・
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周
り
の

人
の
約

9
0
％

が
接
種
し

て
い
る

と
思
わ

れ
る
が

、
未
接

種
者

は
見

た
こ

と
が
な

い
。
 

 ・
外

出
時
は

銀
行
や

薬
局
以

外
で
は

基
本
的

に
マ
ス

ク
は
着

用
し
な

い
。
自

宅
で
は

バ
ナ
ナ

チ
ッ
プ

ス
な
ど

の
加
工

時
に

着
用

す
る

。
着
用

し
て
も

徹
底
し

た
消
毒

を
行
わ

な
い
限

り
、
雑

菌
が
広

が
っ
て

し
ま
う

か
ら
意

味
が
な

い
。
周

り
の

人
で

普
段

か
ら
着

用
し
て

い
る
の

は
5
％
ぐ

ら
い

で
あ
る

。
学
校

や
薬
局

、
郵
便

局
な
ど

に
入
る

場
合
は

し
っ
か

り
着

用
し

て
い

る
。
 

 ・
一

時
期
は

ア
ル
コ

ー
ル
消

毒
液
を

車
の
中

に
置
い

て
い
た

が
、
ト

メ
ア
ス

ー
は
一

年
中
暑

く
、
危

な
い
た

め
、
取

り
除

い
た

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
禍

に
よ
る

規
制
で

困
っ
た

こ
と
は

、
外
食

で
き
な

く
な
っ

た
こ
と

で
あ
る

。
得
し

た
こ
と

は
、
外

食
で
き

な
い

分
貯

金
で

き
た
こ

と
で
あ

る
。
生

活
で
変

わ
っ
た

こ
と
は

特
に
な

い
。
 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
⑥

 
日
時

：
20

21
年

12
月

17
日

（
金
）
、

10
時
～

11
時

30
分

 
参
加

者
：
角

田
氏
、

北
村
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 方
法

：
対
面

 
 

 
 

角
田
氏

（
シ
ー

ド
オ
イ

ル
担
当

）
 

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー
調

査
の
様

子
 

 【【
イイ

ンン
タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果

】】
  

①
 
調
査
者

氏
名

 
北

村
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

回
答

者
氏

名
 

角
田
エ
メ

ル
ソ

ン
 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
団

体
職
員

 

所
属
名

 
ト

メ
ア
ス

ー
農

業
協
同

組
合

 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
18

0
人

 

所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

農
協
所
有

の
ジ

ュ
ー
ス

工
場

で
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
原

材
料

の
調
達
を

行
う

。
シ
ー

ド
オ

イ
ル
部

門
（
ク
ラ
ブ

ウ
ッ

ド
（

C
ar

ap
a 

gu
ia

ne
ns

is
）

、
ク
プ

ア
ス

ー
（

T
he

ob
ro

m
a 

gr
an

di
flo

ru
m
）
、

パ
ッ
シ
ョ

ン
フ

ル
ー
ツ

の
種

子
か
ら

油
を
抽
出
）

も
担
当
し
、

受
注

先
（

N
at

ur
a
社
）

へ
の

供
給
、

種
子

の
調
達

（
カ

メ
タ
ー

市
ま

で
）

も
行
っ
て

い
る

。
 

職
務

 
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

ト
メ

ア
ス
ー

市
 

②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 

個
人
所
有

の
農

地
で
ア

サ
イ

ー
や
カ

カ
オ
、
ア
セ

ロ
ラ
を
栽
培

し
て

い
る
。

 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

ト
メ
ア
ス

ー
市

 

④
 
年
代

か
年
齢

 
49

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
17

日
 

 

50
 

 【【
角角

田田
氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
前
と

比
べ
て

個
人
所

有
の
農

地
へ
行

く
頻
度

・
用
事

は
5
0
％

減
少
し

た
（
労

働
者
か

ら
感
染

し
な
い

よ
う

に
）
。

労
働

者
に

は
ア

ル
コ
ー

ル
と
マ

ス
ク
を

着
用
す

る
よ
う

に
徹
底

し
た
。

収
穫
時

は
労
働

者
が
病

気
で
来

な
く
て

大
変

で
あ

っ
た
。

1
4
日

間
ス

ト
ッ

プ
し
た

。
国
か

ら
は
補

助
金
で

出
て
一

人
当
た

り
1
2,

00
0
円

も
ら
っ

て
い
た

。
農

業
に

は
コ

ロ
ナ
は

あ
ま
り

影
響
し

て
い
な

い
と
思

わ
れ
る

。
今
年

は
乾
季

で
も
雨

が
多
い

た
め
、

灌
水
設

備
を
使

わ
ず

に
済

ん
で

い
る
。

 

 ・
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

も
一
時

期
、
1
ヶ
月
の

う
ち

1
5
日
仕

事
で

、
残
り

1
5
日

間
休
み

で
あ

っ
た
（

当
時
は

誰
も
ワ

ク
チ

ン
接

種
を

受
け
て

い
な
か

っ
た
た

め
）
。
組
合

員
で
も

一
人
重

傷
者
が

い
た
。

 

 ・
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

で
は
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
（

2
0
2
0
年

3
月
下

旬
）
以
後

、
6
月

頃
ま
で

は
、
1
ヶ
月
の

う
ち

1
5
日
仕

事

で
、

残
り

1
5
日

間
休

み
で
あ

っ
た
（

当
時
は

ワ
ク
チ

ン
が
な

く
、
感

染
予
防

対
策
で

場
内
の

人
数
を

制
限
）
。

組
合

員

で
も

一
人

重
傷
者

が
い
た

。
 

 ・
2
0
2
1
年

1
2
月
に

パ
ラ
州

は
州
条

例
に
よ

っ
て
ワ

ク
チ
ン

接
種
の

強
制
力

を
高
め

る
措
置

を
実
施

。
こ
れ

に
よ
り

、
一

度
も

接
種

し
て
い

な
い
職

員
は
、

接
種
を

し
な
い

こ
と
を

理
由
に

解
雇
を

す
る
こ

と
が
可

能
と
な

っ
て
い

る
。
 

 ・
2
0
2
0
年

6
月

頃
は

3
日
働

い
て
、

3
日
休

む
と
い

う
勤
務

状
況
で

あ
っ
た

。
国
か

ら
は
そ

の
半
分

（
3
日

分
）
に

対
し

て
補

助
金

が
出
さ

れ
た
が

、
2
02
1
年
で
は

補
助
額

が
12
,
0
0
0
円

/
人
か
ら

6
,
0
00

円
/
人

へ
と

減
少

し
て

い
る
（

不
利

益
）
。
 

 ・
収

穫
量
（

カ
カ
オ

、
ア
サ

イ
ー
、

ア
セ
ロ

ラ
）
は

2
0
％
減

少
し
た
（

コ
ロ
ナ

に
よ
る

労
働
力

不
足
と

気
候
の

た
め
）

こ

と
で

、
収

入
も
減

少
し
た

。
 

 ・
違

法
伐
採

の
増
減

は
わ
か

ら
な
い

が
、
コ

ロ
ナ
前

か
ら
ト

メ
ア
ス

ー
で
は

森
林
が

減
少
し

続
け
て

い
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
の

影
響
で

材
木
の

値
段
が

1
0
,0
0
0
円

か
ら

30
,
0
00

円
へ

と
上

が
り

、
家
を

作
る
の

が
大
変

で
あ
る

。
デ
ィ

ー

ゼ
ル

や
ガ

ソ
リ
ン

価
格
も

上
昇
し

、
肥
料

も
2
0,

00
0
円

/
ト

ン
か

ら
8
0
,
00

0
円
/
ト
ン

へ
と

上
が
り

、
物
価

は
上
昇

し
、

小
農

家
は
生

活
が
苦

し
く
な

っ
て
い

る
。
 

・
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

で
は
コ

ロ
ナ
流

行
と
は

関
係
な

く
、
販

売
先
の

N
a
t
ur
a
社
の

需
要

が
高
く

、
シ
ー

ド
オ
イ

ル
の
注

文
が

増
加

し
た
。

2
0
1
9
年
か

ら
2
02
1
年
ま

で
で

、
ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
は

3
6
ト

ン
か
ら

4
2
ト

ン
、
ク

プ
ア

ス
ー
は

2
4
ト

ン
か

ら
5
0
ト
ン

、
パ

ッ
シ
ョ

ン
フ
ル

ー
ツ
は

1
ト

ン
か

ら
4
ト
ン
へ

と
増
加

し
た
。

し
か
し

な
が
ら

、
実
な

り
が
悪

い
な

ど
の

原
材
料

不
足
の

た
め
、

こ
れ
ら

の
注
文

の
半
分

ほ
ど
し

か
応
じ

き
れ
て

い
な
い

。
ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
は
カ

メ
タ

ー
市

か
ら

も
調
達

し
て
い

る
が
、

2
0
2
0
年

は
量
が

多
か
っ

た
。
他

方
、
2
02
1
年
は

量
が
少

な
い
た

め
、
ト

メ
ア
ス

ー

市
で

の
調

達
が
増

え
た
。

 

 ・
2
0
2
1
年

は
ト

メ
ア

ス
ー
で

の
ア
サ

イ
ー
の

生
産
量

が
多
く

、
ア
サ

イ
ー
生

産
地
の

カ
メ
タ

ー
市
か

ら
は
あ

ま
り
購

入
し

て
い

な
い

。
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  ・
コ

ロ
ナ
の

影
響
で

、
製
品

用
の
ビ

ニ
ー
ル

袋
の
値

段
が

3
0
～
4
0％

上
が
り

、
注
文

し
て
も

2
～
3
ヵ
月

か
か
る
よ

う
に

な
り

、
入

手
し
に

く
く
な

っ
た
。

電
気
代

・
ガ
ス

代
も
上

が
り
、

種
子
専

用
の
乾

燥
機
の

維
持
が

難
し
く

な
っ
て

い

る
。

 

 ・
原

材
料
の

値
段
は

特
に
変

化
し
て

い
な
い

。
種
子

は
ト
メ

ア
ス
ー

農
協
が

ジ
ュ
ー

ス
工
場

か
ら
購

入
し
て

い
る
（

2
0
21

年
時

点
で

ク
プ
ア

ス
ー
の

種
子
：

2
0
円
/
k
g
、

パ
ッ
シ
ョ

ン
フ
ル

ー
ツ
：

6
円

/k
g
、

ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
：
4
0
円
/k
g
）
。
 

 ・
ワ

ク
チ
ン

接
種
前

は
ア
ル

コ
ー
ル

消
毒
や

マ
ス
ク

着
用
を

し
っ
か

り
行
っ

て
い
た

が
、
接

種
後
は

気
に
せ

ず
あ
ま

り
行

っ
て

い
な

い
。
 

 ・
周

り
で
は

3
0
人
が

感
染
し
、

1
人

が
亡
く
な

っ
た
。

お
そ
ら

く
日
本

人
・
日

系
人
は

ほ
ぼ
全

員
感
染

し
た
の

で
は
な

い

か
。

 

 ・
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周
り
の

人
の

9
0
％

が
接

種
し
て
い

る
。
ト

メ
ア
ス

ー
農
協

で
は
一

度

も
接

種
し

て
い
な

い
職
員

を
辞
め

さ
せ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 ・
外

出
時
は

、
ス
ー

パ
ー
や

銀
行
、

病
院
な

ど
人
が

多
い
場

所
で
マ

ス
ク
を

着
用
す

る
が
、

普
段
は

着
用
し

な
い
（

誰
も

が
ワ

ク
チ

ン
接
種

を
し
て

い
る
か

ら
気
に

し
な
い

）
。
周

り
の

人
の

50
％

が
普
段

か
ら

マ
ス

ク
を
着

用
し
て

い
る
。

 

 ・
2
0
2
0
年

3
月

以
降

に
ベ
レ

ン
市
に

行
っ
た

と
き
、

全
て
の

レ
ス
ト

ラ
ン
が

閉
ま
っ

て
い
た

た
め
、

大
変
困

っ
た
。

以

後
、

弁
当

を
持
参

す
る
よ

う
に
し

た
。
 

 ・
自

宅
の
隣

に
淡
水

浴
場
が

あ
り
以

前
は
人

が
多
か

っ
た
が

、
コ
ロ

ナ
流
行

後
は
少

な
く
な

り
静
か

に
過
ご

せ
る
。

 

 ・
生

活
で
変

わ
っ
た

こ
と
は

特
に
な

い
。
 

 ・
農

業
で
困

っ
た
こ

と
は
あ

ま
り
な

い
。
農

業
は
ス

ト
ッ
プ

し
な
い

。
食
べ

物
に
は

困
ら
な

い
。
そ

れ
に
比

べ
て
、

ス
ー

パ
ー

や
レ

ス
ト
ラ

ン
な
ど

の
商
業

者
は
借

金
が
多

く
、
国

か
ら
の

補
助
金

が
出
て

も
少
な

い
た
め

、
経
営

に
苦
し

ん
で

い
る

人
が

多
い
。

中
に
は

自
殺
す

る
人
も

い
る
。

 

 ・
最

近
ト
メ

ア
ス
ー

で
は
コ

ロ
ナ
感

染
者
が

増
え
て

き
て
い

る
。
 

・
最

近
は
雨

が
多
い

か
ら
山

焼
き
の

煙
は
少

な
い
（

山
焼
き

を
行
っ

た
人
は

少
な
い

）
。

誰
も
灌

水
設
備

を
使
わ

な
い
。

ア
サ

イ
ー

は
よ
く

生
っ
て

い
る
が

、
ク
プ

ア
ス
ー

は
あ
ま

り
生
ら

な
い
。

肥
料
や

ト
ラ
ク

タ
ー
の

燃
料
代

が
上
が

っ
て

い
る

こ
と

に
よ
り

、
新
規

開
墾
が

減
少
し

て
い
る

と
思
わ

れ
る
（

コ
ロ
ナ

の
間
接

的
な
影

響
が
あ

る
）。

 

 ・
ア

ブ
ラ
ヤ

シ
の
販

売
値
段

が
コ
ロ

ナ
流
行

前
に
比

べ
て

6
,0
0
0
円

/
ト

ン
か

ら
1
9
,
0
0
0
円
/
ト
ン

に
上

が
り
、

ア
ブ
ラ

ヤ
シ

生
産

者
は
よ

り
多
く

の
収
入

を
得
て

い
る
。

ヴ
ィ
ー

ラ
ノ
ー

ヴ
ァ
と

い
う
町

に
あ
る

企
業
で

は
「
オ

イ
ル
プ

ラ

52
 

 

ン
」
で

ア
ブ

ラ
ヤ
シ

か
ら
バ

イ
オ
デ

ィ
ー
ゼ

ル
燃
料

を
生
産

し
て
い

る
。

 

 ●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
⑦

 
日

時
：

20
21

年
12

月
20

日
（
月

）
、

11
時
～

12
時

 
参

加
者
：

島
氏

、
林
、

北
村

 
方

法
：

Zo
om

を
利
用

 

 

図
．

島
氏
（

左
）
へ

の
イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
の
様

子
 

【【
イイ

ンン
タタ

ビビ
ュュ

ーー
結結

果果
】】

 

 ①
 
調
査

者
氏

名
 

林
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答
者
氏

名
 

島
準

 

普
段

の
仕

事
の
業

種
 

観
光
業

 

所
属

名
 

A
m

az
on

 T
ra

ve
l S

er
vi

ce
 (

A
T

S
) 

V
ia

ge
ns

 e
 T

ur
is

m
o 

Lt
da

. 

所
属

先
の

従
業
員

数
 

9
人

 

所
属

先
の

業
務
・

活
動

内
容

 

ブ
ラ
ジ

ル
政

府
公
認

オ
ペ

レ
ー
タ

ー
と

し
て
イ

ン
バ

ウ
ン
ド
業

務
を

行
う
ほ

か
、

IA
T

A
公
認
旅

行
代
理
店

と
し

て
コ
ー

ポ
レ

ー
ト
チ

ケ
ッ

テ
ィ
ン

グ
業

務
全
般

を
行

う
。

 

職
務

 
社
長

 

所
在

地
（

都
市
名

、
島

名
等
）

 
ア
マ
ゾ

ナ
ス

州
マ
ナ

ウ
ス

市
 

②
 
関
わ

る
・

知
る
森

林
や

林
産
物

等
の

分
野

や
業

務
・
活

動
内

容
 

- 

188
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 ③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

- 

④
 
年
代

か
年
齢

 
50

代
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
20

日
 

 【【
島島

氏氏
かか
らら

のの
回回

答答
内内

容容
】】

  

・
パ

ラ
ー
州

は
森
林

資
源
に

頼
る
傾

向
が
あ

る
が
、

ア
マ
ゾ

ナ
ス
州

は
9
5
％

の
森
林

資
源
が

手
つ
か

ず
と
い

わ
れ
、

未
開

発
地

が
多

く
、
森

林
資
源

に
頼
ら

な
い
経

済
構
造

を
有
し

て
い
る

。
マ
ナ

ウ
ス
市

は
税
制

優
遇
地

域
で
、

30
0
社

以
上

の
企

業
が

あ
る
。

人
口

2
00

万
人

を
超

え
、

多
く

の
雇
用

を
生
み

出
し
て

い
る
。

 

 ・
ネ

イ
チ
ャ

ー
ツ
ア

ー
、
特

に
ジ
ャ

ン
グ
ル

ロ
ッ
ジ

ツ
ア
ー

を
メ
イ

ン
に
行

っ
て
い

る
。
ク

ル
ー
ジ

ン
グ
ツ

ア
ー
も

あ

る
。

私
有

地
で
行

う
ツ
ア

ー
が
ほ

と
ん
ど

で
あ
る

。
 

 ・
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク
下

で
は
人

が
動
か

な
か
っ

た
。
ツ

ア
ー
企

画
者
・

受
け
入

れ
側
、

ボ
ー
ト

所
有
者

な
ど
の

観
光
業

を
営

ん
で

い
る

人
た
ち

は
、
収

入
が
減

り
、
廃

業
を
し

て
、
業

種
を
変

え
た
と

こ
ろ
が

多
い
と

思
う
。

ツ
ア
ー

を
行
う

に
は

人
の

流
れ

が
大
切

で
あ
る

。
止
ま

れ
ば
、

売
り
上

げ
が
落

ち
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

森
林
資

源
や
イ

ン
フ
ラ

、
ジ
ャ

ン
グ
ル

ロ
ッ
ジ

も
未
手

入
れ
で

荒
れ
て

い
る
。

ロ
ッ
ジ

内
は
木

材
で

で
き

て
い

る
た
め

、
傷
み

や
す
い

。
少
し

ず
つ
動

き
出
し

て
い
る

が
、
ま

だ
ま
だ

元
の
状

態
に
は

戻
ら
な

い
。
 

 ・
ジ

ャ
ン
グ

ル
ロ
ッ

ジ
ツ
ア

ー
の
受

入
先
な

ど
で
は

観
光
が

主
要
な

収
入
源

で
あ
り

、
コ
ロ

ナ
流
行

後
は
観

光
客
が

来
な

い
（

収
入

が
な
い

）
こ
と

に
よ
っ

て
森
林

資
源
や

イ
ン
フ

ラ
面
の

メ
ン
テ

ナ
ン
ス

も
実
施

さ
れ
ず

、
か
な

り
荒
れ

て
い

る
状

況
と

な
っ
て

い
る
。

ロ
ッ
ジ

内
は
木

材
で
で

き
て
い

る
た
め

、
傷
み

や
す
い

。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

1
年
～

1
年

半
ほ
ど
赤

字
で
、

こ
れ
ま

で
職
員

3
人

を
解
雇

し
た

。
2
0
2
1
年

1
0
月

か
ら

仕
事

が
入

り
始

め
た

が
、
ま

だ
少
し

不
安
定

で
あ
る

。
以
前

の
業
務

量
に
少

し
ず
つ

戻
り
つ

つ
あ
る

。
最
近

は
ブ
ラ

ジ
ル
南

部
か

ら
観

光
客

が
訪
れ

る
よ
う

に
な
っ

た
の
で

、
会
社

の
経
営

状
況
が

改
善
し

て
き
て

い
る
。

 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
後
は

や
る
こ

と
が
な

く
、
カ

メ
ラ
を

使
っ
て

オ
ン
ラ

イ
ン
ツ

ア
ー
（

市
場
や

ネ
グ
ロ

川
と
ソ

リ
モ
ン

イ
ス

川
の

合
流

地
点
等

を
撮
影

）
を
行

っ
て
い

た
が
、

継
続
的

な
需
要

に
は
な

か
な
か

つ
な
が

ら
な
い

。
ケ
ニ

ア
（
ナ

イ
ロ

ビ
）

の
サ

フ
ァ
リ

ツ
ア
ー

は
市
内

か
ら

3
0
分

程
度

で
サ
バ
ン

ナ
の
動

物
が
見

ら
れ
る

た
め
継

続
的
に

実
施
が

で
き
て

い
る

よ
う

だ
が
、

こ
の
よ

う
な
環

境
は
非

常
に
稀

で
あ
る

。
な
お

、
オ
ン

ラ
イ
ン

ツ
ア
ー

実
施
当

時
は
市

内
の
市

場
な

ど
で

は
観

光
客
は

全
く
見

ら
れ
な

か
っ
た

。
2
02
1
年

1
0
月
以

降
か
ら
観

光
客
が

増
え
始

め
た
。

 

・
マ

ナ
ウ
ス

市
は
デ

ル
タ
株

発
症
の

地
と
い

わ
れ
て

い
る
。

2
0
2
1
年

1
月

は
デ
ル
タ

株
感
染

者
数
が

多
く
、

大
変
深

刻
な

状
況

で
あ

っ
た
。

酸
素
ボ

ン
ベ
の

酸
素
が

不
足
し

、
酸
素

吸
入
が

必
要
な

患
者
に

酸
素
が

行
き
わ

た
ら
な

か
っ
た

。
 

 ・
命

を
守
る

た
め
に

は
ワ
ク

チ
ン
を

接
種
す

る
し
か

な
い
。

接
種
後

は
い
い

か
げ
ん

で
あ
る

。
ア
マ

ゾ
ナ
ス

劇
場
や

一
部
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の
レ

ス
ト

ラ
ン
で

は
ワ
ク

チ
ン
接

種
証
明

書
の
提

示
が
求

め
ら
れ

る
。
 

 ・
1
回
目

と
2
回
目

は
ア
ス

ト
ラ
ゼ

ネ
カ
製

、
3
回
目

は
フ

ァ
イ

ザ
ー
製

の
ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

た
。
周

り
の
人

も
か
か

っ
て

い
る

。
 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
⑧

 
日
時

：
20

21
年

12
月

21
日

（
火
）
、

14
時
～

15
時

 
参
加

者
：
ビ

ゾ
ー
ホ

氏
、
稲

田
氏
（

ト
メ
ア

ス
ー
文

化
農
業

振
興
協

会
専
務

理
事
）
、

北
村

 
方
法

：
対
面

 
 

 
 

ビ
ゾ

ー
ホ
氏

（
ア
グ

ロ
フ
ォ

レ
ス
ト

リ
ー
農

家
）
 

イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
調
査

の
様
子

 

  【【
イイ

ンン
タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果

】】
 

 ①
 
調
査
者

氏
名

 
稲

田
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答

者
氏

名
 

ビ
ゾ
ー
ホ

（
オ

リ
ズ
ヴ

ァ
ウ

ド
・
ポ

ン
ペ
ウ
・
ゴ

ン
サ
ウ
ヴ
ェ

ス
）

 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
農

水
産
業

 

所
属
名

 
自

営
業

 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
0
人

 

所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

ア
グ
ロ
フ

ォ
レ

ス
ト
リ

ー
を

実
践
し

、
ア
サ
イ
ー

や
カ
カ
オ
の

収

穫
・
販
売

、
剪

定
、
除

草
、

除
伐
を

行
う
。
所
有

地
周
辺
で
魚

を
取

り
販
売
す

る
。

収
穫
し

た
ア

サ
イ
ー

は
カ
メ
タ
ー

市
ア
サ
イ
ー

生
産

者
協
会
を

通
し

て
ト
メ

ア
ス

ー
農
協

等
に
流
通
す

る
。

 

職
務

 
代

表
 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

カ
メ

タ
ー
市

カ
ソ

ン
島
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 ②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 
薪

用
に
木

を
伐

っ
た
り

す
る

。
 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

- 

④
 
年
代

か
年
齢

 
49

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
21

日
 

 【【
ビビ

ゾゾ
ーー
ホホ

氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
  

・
コ

ロ
ナ
流

行
前
と

比
べ
て

所
有
地

内
の
森

林
（
農

地
。
ア

マ
ゾ
ン

河
支
流

の
ト
カ

ン
チ
ン

ス
河
下

流
域
に

位
置
し

、
潮

汐
の

影
響

を
受
け

る
下
流

低
湿
地

に
お
い

て
ア
サ

イ
ー
が

主
と
し

て
自
生

し
て
お

り
、
他

樹
種
も

2
0
～
3
0％

混
交

し
て

い
る

）
へ

行
く
頻

度
・
用

事
は
特

に
増
減

し
て
い

な
い
。

外
出
は

避
け
、

ア
サ
イ

ー
の
収

穫
や
手

入
れ
（

除
草
、

除
伐

な
ど

）
を

続
け
た

。
ア
サ

イ
ー
や

カ
カ
オ

な
ど
の

収
穫
量

は
特
に

変
わ
ら

な
い
。

 

 ・
違

法
伐
採

の
増
減

に
つ
い

て
は
わ

か
ら
な

い
。
 

・
コ

ロ
ナ
流

行
の
影

響
で
物

価
が
上

昇
し
、

食
料
品

が
高
騰

し
、
ア

サ
イ
ー

の
値
段

が
下
が

り
（
8
0
0
円

/1
5
k
g
が

4
0
0

円
/
1
5
kg

に
）
、
生

計
が

2
0％

厳
し

く
な
っ

た
。
コ

ロ
ナ
蔓

延
時
は

国
か
ら

コ
ロ
ナ

対
策
向

け
の
補

助
金
（

A
u
xi
l
i
o
 

d
a
 
c
o
vi
d
）
を
受

け
取
っ

て
い
た

。
現
在

は
低
所

得
者
層

向
け
の

補
助
金

（
B
ol
s
a 

fa
m
i
li

a）
を
受

け
取
っ

て
い

る
。

 

 ・
流

行
後
は

手
洗
い

に
気
を

付
け
、

ア
ル
コ

ー
ル
や

マ
ス
ク

を
使
う

よ
う
に

し
た
。

以
前
は

あ
ま
り

外
出
し

な
か
っ

た

が
、

最
近

は
外
出

し
始
め

た
。
親

戚
や
お

客
が
家

に
来
る

の
を
断

っ
て
い

た
。
密

集
を
避

け
る
よ

う
に
し

た
。
周

り
の

人
も

同
様

で
あ
る

。
親
戚

同
士
で

S
N
S
（
W
h
a
ts
a
p
p
）
で

グ
ル
ー

プ
を
作

り
、
コ

ロ
ナ
に

つ
い
て

情
報
交

換
を
行

い
、

常
に

注
意

を
払
っ

て
い
た

。
 

 ・
周

り
で
は

約
20

人
が

コ
ロ
ナ

に
感
染

し
、
5
人
が

亡
く

な
っ

た
。
ア

ス
ト
ラ

ゼ
ネ
カ

製
の
ワ

ク
チ
ン

を
接
種

し
た
。

周

り
の

人
の

9
0
％
が

接
種
し

た
。
一

度
は
接

種
す
る

が
、
二

回
目
は

副
作
用

の
関
係

で
嫌
が

る
人
が

多
い
。

オ
ミ
ク

ロ
ン

株
が

出
て

来
て
か

ら
、
接

種
し
よ

う
と
す

る
人
が

増
え
て

き
た
。

 

 ・
マ

ス
ク
は

家
で
は

使
わ
な

い
が
、

外
出
時

は
常
に

着
用
し

、
ワ
ク

チ
ン
接

種
証
明

書
を
持

参
す
る

。
普
段

の
移
動

手
段

は
ボ

ー
ト

で
あ
る

が
、
ボ

ー
ト
に

乗
っ
て

い
る
と

き
か
ら

マ
ス
ク

を
使
う

。
カ
メ

タ
ー
市

で
は
銀

行
や
ス

ー
パ
ー

に
入

る
際

に
は

接
種
証

明
書
を

提
示
す

る
必
要

は
な
い

。
周
り

の
人
の

1
0
0
％

が
外

出
時

に
マ

ス
ク
を

着
用
し

て
い
る

。
 

 ・
島

で
は
特

に
制
限

は
な
か

っ
た
。

2
0
20

年
5
月
頃
に

1
週

間
の
間
、

中
心
街

で
は
ス

ー
パ
ー

や
銀
行

で
入
場

制
限
（

1

～
5
人

ず
つ
入
れ

る
）
が

あ
っ
た

り
、
市

場
で
は

20
人
ま
で

乗
れ
る

ボ
ー
ト

で
20

人
乗
せ

る
と
罰

金
が
発

生
し
た

り

し
た

（
そ

の
た
め

に
多
く

の
ボ
ー

ト
で
は

乗
客
数

を
そ
の

半
分
の

1
0
人
に

制
限
し
て

い
た
）
。
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 ・
コ

ロ
ナ
感

染
を
恐

れ
て
、

家
に
い

る
時
間

が
長
く

な
り
、

家
族
と

の
時
間

が
増
え

た
。
ボ

ー
ト
の

修
理
な

ど
遅
れ

て
い

た
作

業
を

進
め
る

こ
と
が

で
き
た

。
 

 ・
今

後
カ
カ

オ
の
植

付
け
本

数
を
増

や
し
て

い
き
た

い
が
、

収
穫
物

を
ど
こ

に
販
売

す
れ
ば

よ
い
か

わ
か
ら

な
い
。

 

 ・
収

入
の
約

8
割

が
ア
サ

イ
ー

の
販

売
に
よ

る
た
め

、
カ
カ

オ
な
ど

の
他
樹

種
も
よ

り
多
く

植
付
け

し
、
収

入
を
安

定
さ

せ
、

生
計

を
向
上

さ
せ
て

い
く
必

要
が
あ

る
（
調

査
者
の

考
え
）。

 

 ●
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
⑨

 
日
時

：
20

21
年

12
月

22
日

（
水
）
、

10
時
～

11
時

 
参
加

者
：
プ

リ
モ
ッ

チ
氏
、

稲
田
氏

（
ト
メ

ア
ス
ー

文
化
農

業
振
興

協
会
専

務
理
事

）
、

北
村

 
方
法

：
対
面

 
 

 
 

プ
リ
モ

ッ
チ
氏

（
シ
ー

ド
オ
イ

ル
生
産

農
家
）

 
イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
調
査

の
様
子

 

 
 

カ
メ
タ

ー
市
市

場
の
マ

ス
ク
着

用
の
様

子
 

（
未

着
用
の

住
民
も

見
ら
れ

る
）

 
 

  【【
イイ

ンン
タタ
ビビ

ュュ
ーー

結結
果果

】】
 

①
 
調
査
者

氏
名

 
稲

田
、
北

村
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

回
答

者
氏

名
 

プ
リ
モ
ッ

チ
（

ジ
ョ
ー

ジ
・

ヌ
ネ
ス

）
 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
シ

ー
ド
オ

イ
ル

生
産
、

農
水

産
業

 

所
属
名

 
自

営
業

 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
0
人
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 所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

所
有
地
内

で
ク

ラ
ブ
ウ

ッ
ド

（
C

ar
ap

a 
gu

ia
ne

ns
is
）

、
ウ
ク

ウ
ー

バ
（

V
iro

la
 s

ur
in

am
en

si
s）

、
ム

ル
ム

ル
（

A
st

ro
ca

ry
um

 

m
ur

um
ur

u）
の
種
子

を
収

穫
し
、

ク
ラ

ブ
ウ
ッ

ド
の

種
子
を

ト
メ

ア

ス
ー
農
協

に
販

売
す
る

。
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス
ト
リ

ー
を
実
践
し

、
ア

サ
イ
ー
の

収
穫

・
販
売

、
管

理
（
剪

定
、
除
草
、

除
伐
）
を
行

う
。

所
有
地
周

辺
で

魚
を
取

り
販

売
す
る

。
収
穫
し
た

ア
サ
イ
ー
は

カ
メ

タ
ー
市
ア

サ
イ

ー
生
産

者
協

会
を
通

し
て
ト
メ
ア

ス
ー
農
協
等

に
流

通
す
る
。

 

職
務

 
代

表
 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

カ
メ

タ
ー
市

ジ
ュ

ー
バ
島

 

②
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 

薪
用
に
木

（
ク

ラ
ブ
ウ

ッ
ド

等
）
を

伐
っ
た
り
す

る
（
ガ
ス
を

節
約

で
き
る
）

。
 

③
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

- 

④
 
年
代

か
年
齢

 
52

歳
 

⑤
 
性
別

 
男

性
 

⑥
 
回
答

日
 

20
21

年
12

月
22

日
 

 【【
ププ

リリ
モモ
ッッ

チチ
氏氏

かか
らら

のの
回回

答答
内内

容容
】】

  

・
コ

ロ
ナ
流

行
前
と

比
べ
て

、
所
有

地
の
森

林
（
農

地
。
ビ

ゾ
ー
ホ

氏
と
同

様
に
主

と
し
て

ア
サ
イ

ー
が
多

く
自
生

し
て

お
り

、
他

樹
種
も

2
0
～
3
0％

混
交

し
て
い

る
）
へ

行
く
頻

度
・
用

事
は

5
0
％

増
加

し
た
（

外
出
で

き
な
か

っ
た
た

め
、

森
林

で
も
っ

と
仕
事

を
す
る

よ
う
に

な
っ
た

）。
 

 ・
シ

ー
ド
オ

イ
ル
は

コ
ロ
ナ

で
は
な

く
気
候

（
雨
量

）
の
影

響
で
収

穫
量
が

3
0
％
減

少
し
、

値
段
も

良
く
な

か
っ
た

。
 

 ・
ク

ラ
ブ
ウ

ッ
ド
（

C
ar

ap
a 

gu
ia

ne
ns

is
）
に
つ

い
て

は
、
森

林
内
で

落
ち
て

い
る
種

子
及
び

周
辺
の

住
民
の

種
子
を

ま
と

め
て

ト
メ
ア

ス
ー
農

協
に
販

売
す
る

。
ム
ル

ム
ル
（

A
st

ro
ca

ry
um

 m
ur

um
ur

u）
や

ウ
ク

ウ
ー
バ
（

V
iro

la
 

su
rin

am
en

si
s）

は
ビ

ニ
ー
ル

ハ
ウ
ス

で
そ
れ

ぞ
れ

15
日
間

、
1
0
日
間

乾
燥

さ
せ
て

販
売
す

る
。
 

 ・
ア

サ
イ
ー

は
収
穫

量
が

3
0
％

増
加

し
、
値
段

も
良
か

っ
た
。

収
穫
期

に
外
か

ら
人
を

呼
ん
で

収
穫
し

た
か
っ

た
が
、

コ

ロ
ナ

流
行

で
で
き

な
い
た

め
、
家

族
6
人

で
行
っ

た
。
 

 ・
森

林
内
で

見
る
人

（
ア
サ

イ
ー
の

手
入
れ

の
た
め

）
は

5
0
％
増
加

し
た
が

、
家
に

遊
び
に

来
る
人

が
減
少

し
た
。

 

 ・
周

り
の
島

（
低
湿

地
）
で

違
法
伐

採
を
行

っ
て
い

る
人
は

聞
い
た

こ
と
が

な
い
。

近
所
で

炭
を
作

る
人
が

い
る
が

、
違

法
で

は
な

い
。
違

法
伐
採

が
行
わ

れ
て
い

る
の
は

、
台
地

で
あ
る

。
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 ・
生

計
が

3
0
％
厳

し
く
な

っ
た
。

節
約

傾
向
が

強
く
な

り
、
必

要
な
も

の
だ
け

買
う
よ

う
に
し

た
。

 

 ・
2
0
2
0
年

5
月
～

1
1
月

ま
で

コ
ロ

ナ
感
染

症
対
策

補
助

金
1
2,

00
0
円

/
月

を
受

給
し

て
い

た
。
現

在
は
禁

漁
期

間
の
補

助
金

9
6
,
0
00

円
/
年

を
受
給
し

て
い
る

。
 

 ・
周

り
で

は
約

3
0
人

が
コ
ロ

ナ
に
感

染
し

、
1
人

が
亡
く

な
っ
て

い
る
。

手
洗
い

、
マ
ス

ク
着

用
、
ア

ル
コ
ー

ル
消
毒

を

徹
底
す

る
よ
う

に
し

た
。
外

出
時
は

常
に
マ

ス
ク
を

着
用
し

て
い
る

。
周
り

の
人

の
9
5
％

が
着
用

し
て
い

る
。
 

 ・
ア

ス
ト

ラ
ゼ

ネ
カ
製

の
ワ
ク

チ
ン
を

接
種
し

た
。
周

り
の
人

の
95
％

が
接
種

し
て
い

る
。
 

 ・
ス

ー
パ

ー
や

銀
行
の

営
業
時

間
も
短

縮
さ
れ

た
。
コ

ロ
ナ
感

染
を
恐

れ
て

買
い
物

や
銀
行

に
行
け

ず
不
便

で
あ
っ

た
。

得
し
た

こ
と
は

特
に

な
い
。

あ
ま
り

外
出
し

な
か
っ

た
た
め

、
労
働

時
間
が

増
加

し
た
。

親
戚
で

町
に
は

行
か
な

い
よ

う
に
し

た
。
船

で
行

く
際
は

乗
客
数

を
半
分

に
し
て

行
っ
た

。
 

 ●
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
⑩

 
日

時
：

20
22

年
1
月

6
日

（
木

）
、

15
時
～

16
時

30
分

 
参

加
者
：

ジ
ョ

ア
ン
氏

、
そ
の

他
職
員

、
林
、

北
村

 
方

法
：
ズ

ー
ム

を
利
用

 
 

 

図
．

ジ
ョ

ア
ン
氏

（
中
央

右
）
へ

の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
の

様
子
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 ⑦
 
調
査
者

氏
名

 
林

、
北
村

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

回
答

者
氏

名
 

ジ
ョ
ア
ン

・
メ

イ
レ
ー

レ
ス

 

普
段
の

仕
事

の
業
種

 
N

G
O

団
体

 

所
属
名

 
ペ

ア
ビ
ル

研
究

所
 

所
属
先

の
従

業
員
数

 
―

 

所
属
先

の
業

務
・
活

動
内

容
 

自
然
保
護

や
人

権
保
障

、
農

業
支
援

、
コ
ロ
ナ
感

染
防
止
活
動

な
ど

を
パ
ラ
ー

州
を

中
心
に

幅
広

く
行
っ

て
い
る
。

 

職
務

 
代

表
 

所
在
地

（
都

市
名
、

島
名

等
）

 
パ

ラ
ー
州

ベ
レ

ン
市

 

⑧
 
関
わ
る

・
知

る
森
林

や
林

産
物
等

の

分
野
や

業
務

・
活
動

内
容

 
―

 

⑨
 
②
の

場
所
が

①
と
違

う
場
合

は
そ
の

所
在

地
 

―
 

⑩
 
年
代

か
年
齢

 
50

代
 

⑪
 
性
別

 
男

性
 

⑫
 
回
答

日
 

20
22

年
1
月

6
日

 

 【【
ジジ

ョョ
アア
ンン

氏氏
かか

らら
のの

回回
答答

内内
容容

】】
  

・
最

近
、
注

力
し
て

い
る
活

動
で
ア

グ
ロ
フ

ォ
レ
ス

ト
リ
ー

普
及
を

含
む
小

農
家
支

援
活
動

が
あ
る

が
、
パ

ン
デ
ミ

ッ
ク

当
初

は
集

会
実
施

が
難
し

か
っ
た

が
、
2
0
21

年
は

感
染
防
止

対
策
を

し
た
上

で
の
集

会
実
施

が
ス
ム

ー
ズ
に

で
き
る

よ

う
に

な
り

、
活
動

参
加
者

も
増
え

て
い
る

。
 

 ・
ベ

レ
ン
市

の
エ
ミ

リ
オ
ゴ

エ
ル
ジ

博
物
館

（
国
立

研
究
機

関
）
と

共
同
で

森
林
分

野
の
調

査
活
動

を
実
施

し
て
い

た

が
、

コ
ロ

ナ
流
行

後
は
政

府
か
ら

の
資
金

が
減
少

し
、
博

物
館
が

閉
ま
っ

て
し
ま

っ
た
た

め
、
活

動
継
続

が
困
難

で
あ

っ
た

。
森

林
分
野

に
お
け

る
公
的

活
動
は

財
政
難

に
よ
り

大
幅
に

停
滞
し

て
い
る

。
 

 ・
企

業
と
の

タ
イ
ア

ッ
プ
で

マ
ン
グ

ロ
ー
ブ

の
回
復

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

を
実
施

し
て
い

る
。
漁

業
関
係

者
を
含

む
地
域

住
民

と
の

保
全

・
回
復

活
動
で

あ
る
が

、
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
当
初

は
集
会

が
難
し

か
っ
た

が
、
最

近
で
は

従
来
の

活
動
頻

度
に

戻
っ

て
き

て
い
る

。
 

 ・
ア

マ
ゾ
ン

に
お
け

る
非
木

材
林
産

物
の
採

集
活
動

支
援
を

実
施
し

て
い
る

が
、
非

木
材
林

産
物
の

経
済
規

模
は
大

き
く

な
い

。
こ

の
た
め

、
需
要

面
で
の

コ
ロ
ナ

影
響
は

特
に
な

か
っ
た

。
ま
た

、
採
集

活
動
に

関
し
て

も
、
特

に
影
響

は
な

か
っ

た
。

 

 ・
企

業
と
の

タ
イ
ア

ッ
プ
で

の
社
会

活
動
に

も
力
を

入
れ
て

い
る
が

、
パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
後
は

、
特
に

コ
ロ
ナ

対
策
の

観
点

60
 

 

か
ら

の
企

業
側
社

会
活
動

に
対
す

る
需
要

が
強
い

（
比
較

的
規
模

の
大
き

な
企
業

か
ら
の

支
援
。

森
林
関

係
よ
り

は
純

粋
な

パ
ン

デ
ミ
ッ

ク
に
よ

る
影
響

対
策
）
。
 

 ・
コ

ロ
ナ
流

行
は
違

法
伐
採

に
影
響

を
及
ぼ

し
て
い

る
と
は

感
じ
て

い
な
い

。
し
か

し
な
が

ら
、
パ

ラ
ー
州

で
は
依

然
と

し
て

森
林

伐
採
が

深
刻
な

状
態
で

あ
り
、

こ
れ
は

現
政
権

の
環
境

政
策
に

起
因
す

る
部
分

が
大
き

い
と
考

え
て
い

る
。
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第１回 運営委員会 議事次第 

 

日時： 令和３年７月２９日（木）１０:００～１２:００ 

場所： オンライン(事務局：林友ビル小会議室) 

 

1. オンライン会合の説明注意事項（発言方法など） 

2. 出席者紹介（※次項（裏）のリスト順に、所属と名前を発言いただきます） 

3. 開会の挨拶 

1）公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 

2）林野庁 海外林業協力室長 

4. 議題 

１） ナレッジ事業概要 

２） 令和３年度計画 

３） ナレッジ活用実証調査（委託業務）計画 

① 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 

② サチャインチの食品開発   （株）OCG 

４） その他 

5. 閉会 

 

＜配布資料＞ 

議事次第と出席者（本紙） 

資料 1.ナレッジ事業概要と令和３年度計画 

資料 2.データーベース  

資料 3―1.ナレッジ活用実証調査（ヤマハ） 

資料 3―2.ナレッジ活用実証調査（OCG） 
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第１回 運営委員会 出席者（敬称略） 

1. 委員 

＜常任委員＞（五十音順） 

功能 聡子  ARUN 合同会社 代表 

谷本 哲朗  独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

谷田貝 光克 東京大学名誉教授、日本炭やきの会 会長 

＜専門委員＞（五十音順） 

杉山 淳司  京都大学 大学院農学研究科 教授 

竹山 恵美子 昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻  

食健康科学部 管理栄養学科 教授 

 

2. 業務委託先企業（発表順） 

仲井 一志  ヤマハ 株式会社 楽器・音響生産本部 調達技術部 材料調達グループ 主事 

門司 崇宏  株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル (OCG) 

地球環境・スマートシティ部 課長  

竹内 夏希   OCG 地球環境・スマートシティ部 

 

3. 林野庁 

山崎 敬嗣 森林整備部計画課 海外林業協力室長 

石川 貴之 森林整備部計画課 国際森林減少対策調整官 

 

4．公益財団法人 国際緑化推進センター（JIFPRO） 

太田 誠一  理事長  

高原 繁   専務理事  

高橋 正通  技術顧問  

田中 浩   技術顧問  

山本 朝子  研究員 

倉本 潤季  研究員 
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第１回 運営委員会 出席者（敬称略） 

1. 委員 

＜常任委員＞（五十音順） 

功能 聡子  ARUN 合同会社 代表 

谷本 哲朗  独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

谷田貝 光克 東京大学名誉教授、日本炭やきの会 会長 

＜専門委員＞（五十音順） 

杉山 淳司  京都大学 大学院農学研究科 教授 

竹山 恵美子 昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻  

食健康科学部 管理栄養学科 教授 

 

2. 業務委託先企業（発表順） 

仲井 一志  ヤマハ 株式会社 楽器・音響生産本部 調達技術部 材料調達グループ 主事 

門司 崇宏  株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル (OCG) 

地球環境・スマートシティ部 課長  

竹内 夏希   OCG 地球環境・スマートシティ部 

 

3. 林野庁 

山崎 敬嗣 森林整備部計画課 海外林業協力室長 

石川 貴之 森林整備部計画課 国際森林減少対策調整官 

 

4．公益財団法人 国際緑化推進センター（JIFPRO） 

太田 誠一  理事長  

高原 繁   専務理事  

高橋 正通  技術顧問  

田中 浩   技術顧問  

山本 朝子  研究員 

倉本 潤季  研究員 

途途上上国国森森林林ナナレレッッジジ活活用用促促進進

事業概要

山本朝子

林野庁補助事業 令和３年度

2021.7.29

第１回運営委員会

目次

I．事業概要

1. 主旨（ポンチ絵１）

2. 背景

2.2 課題

2.3 ナレッジとは

3. 活動: ナレッジ活用（ポンチ絵２）

3.2 ナレッジ活用促進（ポンチ絵3）

2

森林ナレッジ事
業JIFPRO

II．R3 事業計画

１．全体計画

２．結果・成果

３．考え方

（表）

４. 図解式

3

途上国森林
利用課題

日本にある

ナナレレッッジジ活用

促進
途上国森林ナレッジ活用促進事業

１．主旨 ２．背景

途上国には、多くの森林資源
4

。

FAO, 2020: Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings

持続可能な森林経営の利益

１.気候変動の緩和

２.違法伐採の抑制

３.生物多様性の保全

等に貢献,それを通して、

４.地域の安定的な生活

５.生産環境

を支える
5

ナレッジ事業マーク
R2年度作成

貢献

支援

２． 背景

森林を守り ながら、近隣

住民の暮らしを豊かにする

途上国の活動
試み多く実施

6

。

森林ナレッジ事
業JIFPRO
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２．２ 課題

１）持続的・自律的ではない活動

２）感染症蔓延の影響（R3追加）

7

。

森林ナレッジ事
業JIFPRO

www.worldometers.info/coronavirus/
worldwide-graphs/

2021.7.1時点

２．３「ナナレレッッジジ」不足も理由

ナレッジ（英：Knowledge）
＝訳）知識、知見

8

「ナレッジ」定義

（本事業）

森林資源の
加工
活用方法
市場への参入
付加価値向上

等に係る知識・技術等

２．３ 日本にあるナナレレッッジジ

文化：人と森と共生してきた

昔から森林資源を活用

継承、発展させ、地域経済活性化に

役立てて来た

たくさん存在
9

竹の油抜き技法
R2年度 事例

３. 事業実施：ナレッジ活用実証

途上国の

森林資源を活用

する活動上の

課題 A

10

森林ナレッジ事
業JIFPRO

日本に

ある

ナナレレッッジジ BB

ナレッジ活用「事事例例」」 CC 開発

途上国が森林資源を持続的に活用し

住民の生計向上に資する取組

11

途上国

森林利用

課題 A

日本に

ある

ナナレレッッジジ BB

活用

C

促進

途上国森林ナレッジ活用促進事業

３．２事業実施：ナレッジ活用促進

情報配信セミナー

データベース、等

モ
デ
ル
化

ちえプロDB
R2年度開発

途上国森林ナレッジ活用促進事業

II. R3年度計画

林野庁補助事業 令和３年度
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１. これまでの活動

方針決定：ナレッジ活用実証調査＝＞業務委託

５～６月 公募・審査・交渉、委員委嘱

情報配信、課題・ナレッジ調査

７月 ２社と契約・調整、専門委員委嘱

２９日 第１回委員会（←助言）

13

カンボジア「環境教育」の活用

R2年度 事例

１－２. 今後の計画

ナレッジ活用実証調査の助言・管理・検査等

ナレッジ調査、データベース情報配信、メンテ等

情報配信セミナー企画

１１月 第２回委員会（中間報告←助言）

１～２月 委託先成果検査、精算

２～３月 第３回委員会（最終成果←提言等）

２～３月 セミナー、報告書作成
14

次発表

２．結果：公募・採択
R2 カンボジア チョウの飼育事業（環境教育）

ミャンマー 竹の加工技術

R3 タンザニア 熱帯早生材の木材加工技術

ペルー サチャインチの食品開発

R4

R5

R6
15FAO, 2020: Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings

コロナに
屈しない工夫＆
個性光る企画

後続
議題

２．アプローチ：委託業務（要領）

A 途上国の

森林資源を活用する

活動上の課題

B 日本に

ある
ナレッジ

Cナナレレッッジジ活活用用目目標標（途上国が森林資源を持

続的に活用して住民の生計向上に資する取組）

D 実実証証調査（Cに至る）計画（単年度）

３．考え方例）カシュー・アップル

17

内
容 現地課題

日本にある
ナレッジ 目標

（R2は仮モデル）

式 A B C=A+B
栄養が高い
アップルは
痛みやすく
大量に捨て
られている

①包装A
②包装B
③フリーズ
ドライ

アップルが
都心へ流通で
きる
よう
になる

作業

NEW

例つづき：カシュー・アップル

18

内
容

実証調査
（ナレッジ活用）

ナレッジ活用
モデル

式 D=A+B’+α C‘=A+B’’+α’+β

・①②③バリエー
ション試験

・’の工夫・応用

・+αの他の追加要

素特定・試験

・B：②包装Bが最適

・”：大型化
(より現地嗜好に）

・α’：28℃ >管理、

β：早熟で収穫、・・・etc
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４. 図解式： ナレッジ活用

19

現地
課題

日本に
ある

ナレッジ
目標 実証調査

（事例開発）
ナレッジ活用
モデル

A B C D C'
式 ＝A+B ＝A+B’+α

・・・バリエーション

＝A+B’’+α’
→最も優れた形

’：ナレッジ（Ｂ）を、
現地活用するため
のアレンジ・工夫・
モディフィケーショ
ン

Dで導い
た中で、
最適な
パターン

作業
目標 → 事例 → モデル

情報
記録
整理

NEW

＋α：ナレッジを現地
活用する際に、 B’以
外に加えた・影響した
要素（日本との差など。
減る場合もあり）

ご清聴
ありがとう
ございます！

＠＠chiepro_forest/ ナレッジ事業
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令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業
第一回委員会

資料2．データベースの構築

1

データベースの概要

サイト名：ChiePro 森を守る日本のちえぶくろ
URL：https://jifpro.or.jp/chiepro/
途上国の森林保全活動や森林ビジネスの中で適用可能性のあるナ
レッジ情報を掲載
開設日：2021年3月8日
記事数：15
令和3年度の予定
◉10程度の新規記事の作成・公開
◉レイアウト及び機能のブラッシュアップ

2

データベースの利用状況（開設～7/19現在）

ユーザー数：1,904
ページビュー：7,778
（表示されたページの総計）
セッション：2,796
（サイト訪問から離脱までを1セットとしたアクセス数）
表示回数の多いページと全体のページビューに占める割合
◉竹材の湿式法油抜き加工（20%）
◉木を原料とする飲用のアルコール（13%）
◉竹の高度利用（8%）
◉セルロースナノファイバー（4%）
◉成型炭（4％）

3
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林野庁補助事業
令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業

資料3-1.ナレッジ活用実証調査計画
-熱帯早生材の木材加工技術-

ヤマハ株式会社
仲井一志

1

事業概要
2

対象地：タンザニア リンディ州キルワ県 ナンジリンジ村
• 管楽器に使用されるアフリカンブラックウッドの世界的産地
• FSC認証のコミュニティ森林
• 主要産業はゴマ、カシューナッツ等の農業

リンディ州南東部
年間降水量約1000 mm

長期森林保全を実現するには・・・
農業と共存できる短中期的な林産物資源が必要

早生材の利活用と育成
• トゥーナ、ニーム、ビッグリーフマホガニーの楽器適用
• オープンエリアにおける中小規模植栽
→ コミュニティでの高付加価値林産物の追加、短中期利益

タンザニアにて育成可能な早生材を楽器材として高付加価値にて利用可能にする

背景 対象地概要
3

対象地は中規模コミュニティで、アフリカンブラックウッドで安定した収入がある

ナンジリンジ村
• コミュニティ森林面積：約7.5 万 ha
• 人口約5000人、1400世帯が生活
• 農業中心で林業は村の公共事業として実施

アフリカンブラックウッド Dalbergia melanoxylon
タマリンド Tamarindus indica
カシューナッツ Anacardium occidentale

アフリカンブラックウッド

0
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400

2016/2017 2017/2018 2018/2019
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ou

nt
 (

M
Ts

h)

Fiscal year

Timber revenue

Nanjirinji B
Nanjirinji A (Mbumbila B)
Nanjirinji A (Mbumbila A)

アフリカンブラックウッド以外に有用木材がない
→ 管楽器事業に依存、リスクがある
→ 長期森林保全が必要

ナンジリンジ村の木材伐採による年間収入

課題
4

長期森林保全を補完できる早生材は性能面の課題により用途が限定されている

楽器材に求められる主な性能
1. ほぼ無欠点で利用できること

• 加工前の節、割れなどの欠点を除外して製材できる
• 乾燥後の狂いが少なく、割れ、反り、ねじれが少ない

2. 密度0.4 g/cm3以上で良好な加工性を持つこと
• 切削加工性、ねじ保持性能などが良好
• 構造部材として利用する場合は、楽器自体の重量感も重要

最低限上記2項目を満たせば、木材ソリッドとして利用可能性がある。
→ この他に各楽器別の条件あり

例１）ユーカリ材は成長速度が速く、音響性能に優れるが・・・
乾燥後の内部歪が大きく、楽器加工中の反りやねじれが大きい

例２）ファルカタ材は成長速度が速いが・・・
密度が小さく、部材として高付加価値利用するには不適

活用ナレッジ
5

対象地に導入可能な樹種を選定し、楽器製造の木工加工技術を活用する

トゥーナ Toona ciliata
• 中央アジア、南アジア原産のセンダン科
• 気乾密度0.4～0.7 g/cm3
• ドイツ植民地時代にタンザニアに導入

ニーム Azadirachta indica
• 中央アジア原産
• タンザニアでは街路樹などとして植栽
• 果実の成分に防虫効果がある

木材の調達
• 楽器用材の品質基準
• 調達安定性
• タンザニアのサプライチェーン

木材物性・加工
• 基本物性
• 乾燥、塗装、接着性能
• 製品への適用

トゥーナ

ニーム

目標
6

早生材利活用の第1歩として、選定樹種を楽器に適用可能にする

1. 楽器への適用
• 早生材の楽器搭載
• 安定需要の創出

2. 持続的育成
• コミュニティ植栽
• 中期的利益
• 持続性評価

早生材の持続的利用

2. 木材の調達
既流通地域からの安定調達
• 要求品質の策定
• 既流通地域での安定取引先の選定結果
• 対象地域での調達可能性検討結果

1. 木材物性・加工
材料評価と製品適用試験の結果
• 要求仕様に基づく基礎物性評価結果
• 乾燥、塗装、接着性能評価結果
• 製品、部材での実物試験結果

本事業期間における目標

本事業で検討する部分
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材料評価概要
7

1. 基礎物性
曲げ強度、音響特性、寸法変化等の楽器材に必要と思われる各種部物性値
• 曲げ特性（弾性率、強度、歪）
• 音響特性（縦弾性率、tanδ、横弾性率）
• 寸法・含水率（乾湿サイクル試験によるLRT方向の寸法変化率、含水率変化）
• 木材硬度
• 耐摩耗性 など

音響特性試験例
（タッピング）

2. 部材・製品試験
製品規格に基づく性能試験
• 耐候試験、冷熱試験による変化
• ギター指板の場合、ロッド調整後の弦高 など

ギター性能試験例

実証調査計画
8

楽器製造における木工加工技術を活用し、早生材の利用価値を見出す

項目 8 9 10 11 12 2022
/1

2022
/2 内容

試験材調達 インド（ケラーラ州）から材料調達
タンザニアでの流通が不透明なため

基礎物性検討 力学特性、音響物性、寸法安定性など
従来の楽器材との比較

工程適用検討 特定部材を想定した物性評価
例えば、ギターネック形状での環境試験など

要求品質の検討 調達時の要求品質
実際の調達を想定

サプライチェーン構築 調達安定性、他需要の有無など
インド、タンザニアで検討

植栽活動
タンザニアNGOと協業して進める
オープンエリア（非保護区）を対象
種子調達、環境要因による成長など課題抽出
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資料3-2.ナレッジ活用実証調査
（サチャインチの食品開発）

～地域産業振興に向けたサチャインチの利用促進と高タンパク食品開発～

2021年7月
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進

1

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

活活動動内内容容

• 社会環境基盤の整備に貢献

• 初期調査、計画、設計、施工管理、プロ ジェクト

マネジメント、事業運営・管理など

• 総合的なコンサルティングサービスを提供

主主なな顧顧客客

• 国内：国際協力機構（JICA）、経産省、農林水産
省（JIFPRO含む）、環境省、民間企業

• 海外：世界銀行、アジア開発銀行、国連機関、
現地政府

JIFPROととのの協協働働

• 事業化可能性調査（マルーラオイル、カポック

繊維）

• ナレッジ活用実証調査（サチャインチ）

2

マルーラオイルのヒアリング風景

カポック繊維加工場視察

サチャインチとは
• ペルーのアマゾン地域原産の蔓性低木

• 良質な脂質とタンパク質を含む星形の莢に
包まれたナッツ（種実）

• ペルーにおける栽培面積は2,000 ha以上で、
生産者は4,000人以上

• サチャインチの現地での利用

ナッツとして食す

多様な郷土料理の食材として活用

食用油

スキンケア

サチャインチの果実
3

出典：Agroindustrial Amazonas社HP、https://incainchi.com.pe/galeria/

サチャインチ生産の様子

出典：Peru Regions Map, Peter Fitzgerald, CC by 4.0

現地調査実施予定地：
サン・マルティン

森林保全と生計向上：
ペルーでのサチャインチへの期待

森森林林のの面面積積減減とと劣劣化化

近年の経済成長により、森林の農
地・家畜放牧地への転換、非伝統的
焼畑農業、違法伐採、都市圏の拡
大、森林管理能力の低さ等の原因
で、森林面積減

沿岸部と山岳地帯・アマゾン地域と
の経済格差が課題であり、雇用先の
少なさが違法伐採や砂金抽出・生成
時の水銀使用による土壌・河川汚染
など森林の減少と劣化につながる活
動で生計を立てる住民も多く存在

必必要要なな対対応応

付加価値の高い農産品やアグリビ
ジネスの開発

森林の保全に向けた社会システム
構築

ササチチャャイインンチチへへのの期期待待

播種から収穫までの期間が短い：播
種から2年で400粒以上の収穫が年5、
6回可能であり、生産者の安定的な

収穫・販売による生計向上が期待さ
れる。

長期保存が可能：輸送インフラが十
分に整っていない山岳地帯や農村
部で、長期保存が可能で収益性が
高いため、小規模農家の現金収入
源として期待される

アグロフォレストリーのスターター植
物としての利用：植林やほかの作物
との混植を通じて、二次林の皆伐に
よる牧草地化の抑制が期待される。

4

サチャインチの利用
健健康康志志向向食食品品ととししててののササチチャャイインンチチ

• サチャインチオイルは抗酸化力の高いオメガ3脂肪酸で、近年先進国でも注目
を浴び、輸出量が増加

• ペルーからのサチャインチ加工製品の輸出量も増加傾向

• サチャインチの絞り粕は健康志向の食品・飲料の「植物性高タンパク原料」

• 絞り粕由来の植物性タンパク質食品である大豆おから粉末を比較しても非常
に栄養成分に優れた食品

5

サチャインチ絞り粕300gと大豆おから粉末300gとの比較課課題題A：：ササチチャャイインンチチ絞絞粕粕
産産業業のの課課題題

• 加工技術や商品開発能
力等の不付加価値化に
係るナレッジが不足

• サチャインチの絞り粕が
十分に活用されていない

• 市場での認知度が低い

• 流通量が限定的

ナレッジ活用実証調査

ナレッジB1：
大豆おからの食品加工技術

ナレッジB2：
微粉末加工技術

サチャインチの絞り粕が
十分に活用されていない

➜絞り粕の有効活用

加工技術や商品開発能
力等のナレッジが不足

➜絞り粕のテクスチャーの改善・
高付加価値化

課課題題A

ナナレレッッジジB

ササチチャャイインンチチおおかかららをを活活用用しし日日本本市市場場向向けけのの
付付加加価価値値のの高高いい商商品品試試作作をを行行いい、、

ササチチャャイインンチチおおかからら製製品品のの普普及及をを図図るる

目目標標C

SDGs達成目標

6
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ナレッジB1：大豆おからの食品加工技術

• 大豆おからは、豆腐の製造過程で豆乳を
絞った際の絞り粕、日本人に馴染み深い食品

• サチャインチオイルの絞り粕は、絞り粕由来の
植物性タンパク質食品である大豆おからと
類似→サチャインチおから

• 大豆おからは食物繊維が多く、食感や風味が
特徴的だが、日本ではこれらの欠点を克服す
るための調理法や加工技術が培われてきた

• 大豆おからの食品加工技術をサチャインチ
おからに応用→付加価値の高いサチャインチ
おからの加工食品開発が可能

• （株）アルコイリスカンパニーが2015年から日
本でもサチャインチおからの販売を開始

7日本で販売されている
サチャインチおからの例

サチャインチオイル抽出後の
おから状原料

ナレッジB2：微粉末加工技術

• サチャインチおからのテクスチャー改善に有効

• 数マイクロメートル以下の微粉へ加工が可能

• 非常に細かく粉砕することで食感が滑らかになる

• 水溶性が向上し、液体状態への食品へ加工範囲が広がる

8
サイクロンミルの外観

• 「微粉砕機」は様々な産業
分野の微粉加工や高付加
価値商品化に活用される
（例：医薬品、化学、エネルギー）

利用事例
米粉製粉機として農協で

利用
大豆おからを微粉末に加工

実証調査Dの手法

9

実証調査Dの手法

10

活活動動１１：：ペペルルーーででののババリリュューーチチェェーーンン調調査査
• サチャインチおからのバリューチェーンの現状と課題
• 普及拡大に向けた今後の現地への支援策検討材料を収集

活活動動２２：：日日本本ででのの市市場場調調査査
• 急拡大しているプロテイン市場

サプリメント 加工食品 飲料デザートへ変遷
健康ダイエット食品、小麦粉の代用品等多様な大豆おからの活用を参照

• 日本の健康食品市場の動向を調査
• サチャインチおから普及に向けた課題を明らかにする

活活動動３３：：微微粉粉砕砕機機のの現現地地適適用用のの可可能能性性検検討討
• サチャインチおから加工における現在の課題
• 粉砕機導入に関連するビジネス環境
• 日本製微粉砕機への関心の有無

活活動動４４：：日日本本向向けけ加加工工食食品品・・レレシシピピ開開発発

• 粉砕したサチャインチパウダーや
サチャインチおからそのものを用いて
アルコイリス社と料理人との協力により
日本向け加工食品やレシピの開発

• 試作した加工食品・レシピは料理人等
による試食を通して評価を実施

• 一般向けに紹介する方法を検討

活活動動５５：：目目標標達達成成にに必必要要なな＋＋αのの情情報報整整理理・・分分析析
• 商品開発以外の要素の整理・分析

素材の安定供給
認知度向上
マーケティング（大豆おからとの差別化）

活動４：日本向け加工食品・レシピ開発

11

ナレッジB1とB2を活用し、

アルコイリス社と料理人との協力により日本向け加工食品や
レシピの開発を実施

サチャインチのパイオニア企業アルコイリス社と
料理人按田氏によるササチチャャイインンチチおおかかららをを

用用いいたた加加工工食食品品・・レレシシピピ開開発発

サチャインチおからの微微粉粉末末加加工工
（候補：静岡プラント社製サイクロンミル）

【アルコイリス社】
• 日本で初めてサチャインチの絞り粕の
粉末を販売

• ペルー国の多様な森林資源を活用
した商品開発等に取組む

【按田氏】
• 按田餃子の創立者兼共同オーナー
• ペルーへ7回渡航経験
• ペルーの伝統食品の食品加工に
精通

加工食品・レシピの試試食食とと評評価価

一般向けの紹介方法の検討（インタネットで公開、
レストラン提供等）

• サチャインチおからと味噌などの
日本食は食べ合わせが良い

• 「ササチチャャイインンチチ××日日本本のの伝伝統統食食材材」
日本人に馴染みのある美味しさ

＋健康に良い食品の開発

スケジュール

12

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

1 現地のサチャインチバリューチェーン調査

2 日本国内の健康食品市場調査

3
サチャインチおからの日本市場向け加工食
品・レシピ開発

4 ナレッジデータベース票初稿作成

5 中間報告書作成

6 微粉砕機の現地適用可能性調査

7 食品・レシピの官能試験

8 目標C達成に必要な情報の整理・分析

9 委託業務報告書作成

　2021年（R3） 　2022年（R4)
業務活動名
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実施体制

13

259
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第２回 運営委員会 議事次第 

 

日時： 令和３年１０月２７日（水）１６:００～１８:００ 

会場： オンライン（事務局：JIFPRO 会議室） 

 

1. オンライン会合の説明注意事項（発言方法など） 

2. 出席者紹介（※次項（裏）の順に、ご所属・お名前等をお話しください） 

3. 開会の挨拶  １）公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 

２）林野庁 課長補佐 

4. 議題 

１） 事業全体について 

２） ナレッジ活用実証調査（委託業務）進捗について 

① サチャインチの食品開発  （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 

② 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 

３） その他 

5. 閉会  国際緑化推進センター 専務理事 

 

＜配布資料＞ 

議事次第と出席者（本紙） 

資料 1. 事業全体 

資料 2-1. 実証調査:オリエンタルコンサルタンツグローバル資料  

資料 2-2. 実証調査:ヤマハ資料 
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第２回 運営委員会 出席者（敬称略） 

 

1. 委員 

＜常任委員＞（五十音順） 

功能 聡子  ARUN 合同会社 代表 

谷本 哲朗  独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

谷田貝 光克 東京大学名誉教授、日本炭やきの会 会長 

＜専門委員＞（五十音順） 

杉山 淳司  京都大学 大学院農学研究科 教授 

竹山 恵美子 昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻  

食健康科学部 管理栄養学科 教授 

 

2. 業務委託先企業（発表順） 

門司 崇宏  株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル (OCG) 

地球環境・スマートシティ部 課長  

竹内 夏希   OCG 地球環境・スマートシティ部 

仲井 一志  ヤマハ 株式会社 楽器・音響生産本部 調達技術部 材料調達グループ 主事 

 

3. 林野庁 

市川 容子 森林整備部計画課 課長補佐 

 

4．公益財団法人 国際緑化推進センター（JIFPRO） 

太田 誠一  理事長  

高原 繁   専務理事  

高橋 正通  技術顧問 

田中 浩   技術顧問 

山本 朝子  研究員 

倉本 潤季  研究員 
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途途上上国国森森林林ナナレレッッジジ活活用用促促進進

事業全体

山本朝子

林野庁補助事業 令和３年度

2021年１０月２７日

第２回運営委員会

目次

事業おさらい

活動状況

今後の予定

～～～～～～～

その他（Part II）
2

01．課題 途上国の森林に係る

１）持続的・自律的ではない活動

２）感染症蔓延の影響（R3追加）

3www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/

2021.7.1時点

FAO, 2020: Global Forest Resources 
Assessment 2020 Key findings

02．理由 「ナナレレッッジジ」も不足

ナレッジ（英：Knowledge）

＝訳）知識、知見

4

森林資源の
加工
活用方法
市場への参入
付加価値向上

等に係る
知識・技術等

竹の油抜き
R2年度 例

ナレッジの定義
（本事業）

5

途上国森林
利用課題

日本にある

ナナレレッッジジ活用

促進
途上国森林ナレッジ活用促進事業

１．事業チャレンジ ２.１ 活動 ～前回(略）
ナレッジ活用実証調査方針決定＝＞業務委託

５～６月 公募・審査・交渉、委員委嘱

情報発信、課題・ナレッジ調査（情報収集）

７月 ２社と契約・調整、専門委員委嘱

７月２９日 第１回委員会（←助言）

6

「環境教育」の活用
R2年度 カンボジア事例
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２.２ 活動 ～今回まで
実証調査の諸調整・確認・助言（管理）

データベース：メンテ企画

情報発信：セミナー企画、PRツール作り（名刺裏）

情報収集：デスク調査、BFPROメール、展示会

予算・活動調整

林野庁と諸調整

第２回委員会（←助言）
7

２.３ データベース情報 ～解説：倉本

アクセス数（開設～2021年10月20日）

セッション数：5,098

ページビュー数：15,016

参考：BFPRO（計測開始～2017年1月1日）

セッション数：4,191

ページビュー数：9,098

8

R2年度
開発

３. 今後の予定

DB更新（促進）、セミナー諸手配（ゲスト・会場・後援）

１２月 実証調査合流検査・委託先との調整

１、２月 実証調査報告書検査、精算

事業報告書作成、セミナー（告知宣伝、アンケート）

２月下～３月上 第３回委員会（最終成果←提言）

R３セミナー開催（促進）

報告書納品
9

４．ナレッジ活用実証調査

R3 ペルー サチャインチの食品開発

タンザニア 熱帯早生材の木材加工技術

R2 カンボジア チョウの飼育事業（環境教育）

ミャンマー 竹の加工技術

10
FAO, 2020: Global Forest Resources Assessment 2020 Key findings

ペルー出張
市場調査、等

後続
議題

サンプル調達・
ドライ、等

４.２ ナレッジ「活用」実証調査 お題

途上国の

森林資源を活用

する活動上の

課題 A

11

日本に

ある

ナナレレッッジジ BB

ナレッジ活用「事事例例」」 CC 開発

途上国が森林資源を持続的に活用し

住民の生計向上に資する取組

４.３ アプローチ 委託業務 要領

A 途上国の

森林資源を活用する

活動上の課題

B 日本に

ある
ナレッジ

Cナナレレッッジジ活活用用目目標標（途上国が森林資源を持

続的に活用して住民の生計向上に資する取組）

D 実実証証調査（Cに至る）計画（単年度）
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途上国森林ナレッジ活用促進事業
林野庁補助事業 令和３年度

Part II

その他

ご清聴ありがとうございます！

※ つづきは議題３で使用します

14

途上国

森林利用

課題 A

日本に

ある

ナナレレッッジジ BB

活用

C

促進

途上国森林ナレッジ活用促進事業

１．手法 「促進」（情報発信）

セミナー

データベース

等

モ
デ
ル
化

２． 「ナレッジ活用」モデル 図解式

15

現地
課題

日本に
ある

ナレッジ
目標 実証調査 ナレッジ活用

モデル

A B C D C'
式 ＝A+B ＝A+B’+α

・・・バリエーション

＝A+B’’+α’
→最も優れた形

’：ナレッジ（Ｂ）
を、現地活用す
るためのアレン
ジ・工夫・応用

Dで導い
た中で、
最適な
パターン

原状 → 選択 → 計画 目標 → 実施（事例） → モデル

＋α：実証時に応用版
ナレッジ（B’）以外に加
えた・影響した要素（減
る場合もあり・日本との
差、など）

R2年度
開発

ご清聴
ありがとう
ございます！

＠＠chiepro_forest/ ナレッジ事業
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ナレッジ活用実証調査
（サチャインチの食品開発）

～地域産業振興に向けたサチャインチの利用促進と高タンパク食品開発～

2021年10月
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進

1

サチャインチとは
• ペルーのアマゾン地域原産の蔓性低木

• 良質な脂質とタンパク質を含む星形の莢に
包まれたナッツ（種実）

• ペルーにおける栽培面積は2,000 ha以上で、
生産者は4,000人以上

• サチャインチの現地での利用

ナッツとして食す

多様な郷土料理の食材として活用

食用油

スキンケア

サチャインチの果実
2出典：Agroindustrial Amazonas社HP、https://incainchi.com.pe/galeria/

サチャインチ生産の様子

出典：Peru Regions Map, Peter Fitzgerald, CC by 4.0

ナレッジ活用実証調査

ナレッジB1：
大豆おからの食品加工技術

ナレッジB2：
微粉末加工技術

サチャインチの絞り粕が
十分に活用されていない

➜絞り粕の有効活用

加工技術や商品開発能
力等のナレッジが不足

➜絞り粕のテクスチャーの改善・
高付加価値化

課課題題A

ナナレレッッジジB

ササチチャャイインンチチおおかかららをを活活用用しし日日本本市市場場向向けけのの
付付加加価価値値のの高高いい商商品品試試作作をを行行いい、、

ササチチャャイインンチチおおかからら製製品品のの普普及及をを図図るる

目目標標C

SDGs達成目標

3

ナレッジB
B1:大大豆豆おおかかららのの食食品品加加工工技技術術

• 大豆おからは、豆腐の製造過程で豆乳を絞った際
の絞り粕、日本人に馴染み深い食品

• 大豆おからは食物繊維が多く、食感や風味が特徴
的だが、日本ではこれらの欠点を克服するための
調理法や加工技術が培われてきた

• 大豆おからの食品加工技術をサチャインチおから
に応用→付加価値の高いサチャインチおからの加
工食品開発が可能

B2:微微粉粉末末加加工工技技術術

• サチャインチおからのテクスチャー改善に有効

• 数マイクロメートル以下の微粉へ加工が可能

• 水溶性が向上し、液体状態への食品へ加工範囲が
広がる

4

サチャインチオイル抽出後の
おから状原料

サイクロンミルの外観

実証調査Dの手法

5

実証調査Dの手法

6

活活動動１１：：ペペルルーーででののババリリュューーチチェェーーンン調調査査
• サチャインチおからのバリューチェーンの現状と課題
• 普及拡大に向けた今後の現地への支援策検討材料を収集

活活動動２２：：日日本本ででのの市市場場調調査査
• 急拡大しているプロテイン市場

サプリメント 加工食品 飲料デザートへ変遷
健康ダイエット食品、小麦粉の代用品等多様な大豆おからの活用を参照

• 日本の健康食品市場の動向を調査
• サチャインチおから普及に向けた課題を明らかにする

活活動動３３：：微微粉粉砕砕機機のの現現地地適適用用のの可可能能性性検検討討
• サチャインチおから加工における現在の課題
• 粉砕機導入に関連するビジネス環境
• 日本製微粉砕機への関心の有無

活活動動４４：：日日本本向向けけ加加工工食食品品・・レレシシピピ開開発発

• 粉砕したサチャインチパウダーや
サチャインチおからそのものを用いて
アルコイリス社と料理人との協力により
日本向け加工食品やレシピの開発

• 試作した加工食品・レシピは料理人等
による試食を通して評価を実施

• 一般向けに紹介する方法を検討

活活動動５５：：目目標標達達成成にに必必要要なな＋＋αのの情情報報整整理理・・分分析析
• 商品開発以外の要素の整理・分析

素材の安定供給
認知度向上
マーケティング（大豆おからとの差別化）
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活動1：ペルーにおけるサチャインチ
おからのバリューチェーン調査

7

ササチチャャイインンチチのの生生産産

サンマルティン県におけるサチャインチ
の生産量は他県と比較して非常に多い

2020年以降、新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴うロックダウンにより、生
産者の外出が規制されサチャインチの
管理が行えず、生産量が減少している

ペルーの県・都市別サチャインチ生産量の推移（トン）

アグロフォレストリーで
サチャインチの栽培を推
奨

他の植物を柵代わりにサ
チャインチが生育

活動1：ペルーにおけるサチャインチ
おからのバリューチェーン調査

8

ササチチャャイインンチチ製製品品・・加加工工

莢むき機で
莢除去

ふるい機で
サイズ分け

手作業で
選別

種の殻除去
搾油機で

圧縮
フィルター

オイルの
瓶詰

サチャインチ
の絞り粕

サチャインチの種の殻を除去する機械

AA社で製造したサチャインチオイルの9割は、フランス、日本、アメリカ等の海外に輸出
残りの1割は、ペルー国内の高級スーパーに卸している
サチャインチパウダーは海外のみに販売

AA社の加工工場の外観

活動1：ペルーにおけるサチャインチ
おからのバリューチェーン調査

9

ササチチャャイインンチチ製製品品のの高高付付加加価価値値化化

インバウンド需要を満たせる観光地クスコでの販売への期待
サチャインチおから製品＋その他ペルー特有のスーパーフード/ハーブ等
さらなる付加価値の高いサチャインチ関連製品の製造・加工の拠点となる可能性

ササチチャャイインンチチ製製品品販販売売
サチャインチの主要な消費地であるリマで市場調査を実施
サチャインチオイルはほとんどの店で取り扱われている
サチャインチパウダーは健康食品を専門とする店のみ

販販売売場場所所 詳詳細細
ササチチャャ
イインンチチ
オオイイルル

ササチチャャ
イインンチチ
パパウウダダーー

ササチチャャ
イインンチチ
のの種種

ササチチャャ
イインンチチ
含含有有

ププロロテテイインン
パパウウダダーー

市市場場内内
ハーブ専門店 〇 － － －
粉末販売店 － － 〇 －

健健康康食食品品専専門門店店街街 健康食品専門店街の店舗 〇 〇 － 〇

ススーーパパーー
庶民向け 〇 － － －
富裕層向け 〇 － － 〇

健康食品専門店に並ぶサチャインチオイル

活動2：日本の健康食品市場調査

10

健健康康食食品品全全般般

健康意識
• ダイエット
• 運動

機能性表示食品
の売り上げ好調

高高タタンンパパクク食食品品

乳タンパク
大豆たんぱく

えんどう豆
魚
アーモンド
昆虫

手軽さ
アスリート
筋肉増強

女性も手に取れる
ライトユーズ

多様化

ササチチャャイインンチチをを利利用用ししたた食食品品

筋肉ちくわ

ローストナッツ 莢を使ったお茶

活動3：微粉砕機の現地適用可能性の調査

11

• サチャインチオイルの絞りかすを微粉末加工

その微粉末パウダーを現地調査の試食用サンプルとして現地ペルーで
関係者に配布

• 数マイクロメートル以下の微粉へ加工が可能な機械
• 食感と水溶性が格段に向上することが期待

日日本本ででのの粉粉砕砕加加工工

微粉末機 微粉末化されたサチャインチオイルの絞り粕

活動3：微粉砕機の現地適用可能性の調査

12

微微粉粉末末加加工工ししたたササチチャャイインンチチパパウウダダーーのの配配布布とと導導入入可可能能性性

微粉末化したサチャインチパウダーのサンプル

試食の様子（左：IIAP職員、右：AA社社長）

試食後の感想

• メッシュが非常に細かく、この微粉末技術であれば、
水にもすぐに溶け、吸収性が高まり、健康に良い影
響を与えられる

• ペルー国内でこれほど微粉末化できる技術は存在し
ないだろう

• ペルー特有のスーパーフード（サチャインチ、マカ、
ジャガイモ、ヤーコン、バナナ、ルックマン等）や野菜
を組み合わせて試作したい

• すぐに機能性食品として商品化できる

関心・現地適用性
• 非常に高い関心があり、購入したい

• 実際に機材の操作法や維持管理方法を学ぶために、
日本に渡航してもよい

• 高付加価値化により、コミュニティへの経済的対価の
還元（所得向上）、環境や生態系の保護・持続性、さ
らには消費者への栄養改善が期待される
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活動4：日本向け加工食品・レシピ開発

13

①① 日日本本古古来来のの伝伝統統文文化化ででああるる「「ししととぎぎ（（粢粢））」」ををイイメメーージジししたたレレシシピピ開開発発
②② 日日本本のの伝伝統統的的なな「「発発酵酵技技術術」」ととののココララボボレレーーシショョンン

しとぎ（粢）：水で柔らかくした生米を臼でつき粉状にして、水でこねて団子の
ようにした食物

実体が餅になったり団子になったりして名称は伝承されている

日本のしとぎの「こねもの・ねりもの」の発想に注目して、サチャインチおか
らとの組み合わせを検討

活動4：日本向け加工食品・レシピ開発

14

①① 日日本本古古来来のの伝伝統統文文化化ででああるる「「ししととぎぎ（（粢粢））」」ををイイメメーージジししたたレレシシピピ開開発発
②② 日日本本のの伝伝統統的的なな「「発発酵酵技技術術」」ととののココララボボレレーーシショョンン

✕✕ ✕✕

和食文化の伝統的に培ってきた多くの発酵技術
• サチャインチパウダー、だし粉末と味噌パウダーの組み合わせで、お湯

を注げばすぐに飲める「即席インカプロテインだしミソスープ」

• 水産加工の工程で大量に出る魚の廃棄物や市場に出回らないで捨てら
れる雑魚を有効利用した、だし粉末を活用

• 「捨てられる素材を恵にかえる」

スケジュール

15

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

日本国内の健康食品市場調査

現地のサチャインチバリューチェーン調査

微粉砕機の現地適用可能性調査

サチャインチおからの日本市場向け加工食
品・レシピ開発

中間報告書作成

ナレッジデータベース票初稿作成

目標C達成に必要な情報の整理・分析

委託業務報告書作成

：完了 ：実施中

　2021年（R3） 　2022年（R4)
業務活動名
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林野庁補助事業
令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業

ナレッジ活用実証調査計画
-熱帯早生材の木材加工技術-

中間報告

ヤマハ株式会社
仲井一志

1

事業概要
2

対象地：タンザニア リンディ州キルワ県 ナンジリンジ村
• 管楽器に使用されるアフリカンブラックウッドの世界的産地
• FSC認証のコミュニティ森林
• 主要産業はゴマ、カシューナッツ等の農業

リンディ州南東部
年間降水量約1000 mm

長期森林保全を実現するには・・・
農業と共存できる短中期的な林産物資源が必要

早生材の利活用と育成
• トゥーナ、ニーム、ビッグリーフマホガニーの楽器適用
• オープンエリアにおける中小規模植栽
→ コミュニティでの高付加価値林産物の追加、短中期利益

タンザニアにて育成可能な早生材を楽器材として高付加価値にて利用可能にする

調査概要
3

早生材の課題を木材加工・調達で解決して目標Cを達成する

課題 A ナレッジ B ナレッジ活用目標 C（A+B）

早生材（トゥーナ、ニーム）
・楽器材としてポテンシャルあり
・対象地で育成可能
・利用実績が少ない

★主な課題
・楽器生産工程への適用性
・安定した調達性

１）木材加工・楽器生産技術
ヤマハのコアビジネスである楽器製造で培った
木材加工、楽器生産技術をナレッジとして、
対象木材の利活用を目的とした用途を複数
楽器群（ギター、ピアノなど）にて検討する。

• 対象材を楽器に持続的に活
用できるモデルを構築

• ギターを中心とした楽器製品
に搭載

対象材の調達基準を整備、サプラ
イチェーンを構築することで、将来
対象地におけるトゥーナ、ニームの
育成を念頭にした材料調達モデル
を構築する。併せて、対象材の用
途を開発して製品への搭載を検討
する。

２）楽器材の調達、サプライチェーン構築
楽器材は一般流通材よりも使用量が少ない
一方、品質を担保した確実な調達活動が求
められる。ヤマハが蓄積した調達ノウハウを活
用し、対象地からの楽器適材調達を目指した
基本条件を構築する。

本事業での目標
4

早生材利活用の第1歩として、選定樹種を楽器に適用可能にする

1. 楽器への適用
• 早生材の楽器搭載
• 安定需要の創出

2. 持続的育成
• コミュニティ植栽
• 中期的利益
• 持続性評価

早生材の持続的利用

2. 木材の調達
既流通地域からの安定調達
• 要求品質の策定
• 既流通地域での安定取引先の選定結果
• 対象地域での調達可能性検討結果

1. 木材物性・加工
材料評価と製品適用試験の結果
• 要求仕様に基づく基礎物性評価結果
• 乾燥、塗装、接着性能評価結果
• 製品、部材での実物試験結果

本事業期間における目標

本事業で検討する部分

＃ 主要活動内容 進捗と今後の予定

１
取引先選定

対象材流通地域（インド）における取引先を調査（9社
抽出）
取引先の信用調査、合法性調査
モデルケースとしてG社を選定

完了

２
要求品質検討

普及価格帯ギターのネック材を対象に品質要件の検討
（板目）
設定要件の提示、トライアル実施

柾目材の検討（活動7）
要求品質に対する合意
12月末完了予定

３
材料の調達

活動2で設定した要件にてトゥーナ、ニームを購入、輸入
現行材（Mahony：Swietenia macrophylla）の購
入、輸入
着荷時品質確認

完了

４
材料の調整

乾燥プログラムの設定
乾燥終了後、材料状態確認
内部歪評価

乾燥工程完了
乾燥後内部歪評価中
10月末完了予定

５
物性評価

基礎物性試験項目の決定
基礎物性試験の実施
現行材との比較、可能性検討

試験項目の決定済み
各種測定実施中
12月末完了予定

６
部材・製品試験

ギターネック材への加工
ネック材を対象とした性能試験

開始前
11月中旬～1月末

７
用途拡大

柾目材の調達性検討
厚物調達性の検討

開始前
12月中旬～1月中旬

８
育苗・植栽

対象地での植栽計画の策定
現地NGOとの計画共有
種子、苗木の調達
植栽地域の設定
試験植栽実施

開始前
11月初旬～1月中旬

実証調査計画
5

楽器製造における木工加工技術を活用し、早生材の利用価値を見出す

ほ
ぼ
完
了

活用ナレッジ
6

対象地に導入可能な樹種を選定し、楽器製造の木工加工技術を活用する

トゥーナ Toona ciliata
• 中央アジア、南アジア原産のセンダン科
• 気乾密度0.4～0.7 g/cm3
• ドイツ植民地時代にタンザニアに導入

ニーム Azadirachta indica
• 中央アジア原産
• タンザニアでは街路樹などとして植栽
• 果実の成分に防虫効果がある

木材の調達
• 楽器用材の品質基準
• 調達安定性
• タンザニアのサプライチェーン

木材物性・加工
• 基本物性
• 乾燥、塗装、接着性能
• 製品への適用

トゥーナ

ニーム
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取引先選定～要求品質検討
7

• 日本高級価格帯

• 日本
• 中国

中級価格帯

• インドネシア
• インド

普及価格帯

１．取引先選定
モデルケースとして取引できる業者選定
• 既流通地域のインドで選定
• 楽器材取扱いの9社を抽出
• G社（ケラーラ州）を技術力、信用度等で選定

普及価格帯ギターをターゲットに対象材の取引先選定、品質要件を設定

２．要求品質の設定
普及価格帯ギターのネック材を対象
• 含水率30%以下、板目OK
• 26T x >80W x >1000L (mm)
• 無欠点基本だが、程度により許容
高付加価値利用を考え、
今後柾目、無欠点材を検討予定

・約110万台/年（アコースティックギター）
・ネック用材料：約3,000m3/年
・現行材（マホニー）：Swietenia macrophylla

製造拠点

板目＋柾目

柾目

柾目

材料調達
8

１．外観など
• トゥーナは赤みが強く、独特の香りがある
• ニームは白っぽく、材料毎のバラツキが大きい
• 色以外では、トゥーナは葉節が多く、中高級ギ

ター材にするには課題がありそう
※色、重さなど、ある程度の個体差を検証できるよう
に製材時に業者に依頼

トゥーナは赤みが強く葉節が多い、ニームは赤みが弱く色や密度のバラつきあり

２．課題
トゥーナはインドでも流通量が少なく、製材用に
材料を乾燥させる時間が少ない？
• 含水率：トゥーナは19%、ニームは28%
• 現行材は約10%

原木伐採から製材までのプロセス確立が必要
タンザニアでのプロセス導入時に改めて要検討

材料の調整
9

１．木材乾燥（天然乾燥→人工乾燥）
• 天然乾燥：2ヶ月間（±0.5%以内）
• 人工乾燥：80時間（65～75℃）
• 人工乾燥では、先にトゥーナ、ニームを投入、そ

の後現行材を投入（初期含水率の違い）
• 人工乾燥終了後、22℃RH60％環境下で2

日間放置、その後材料外観評価

トゥーナ、ニームを目標含水率8%で乾燥調製、乾燥後の反り、ねじれが大きい

２．課題
トゥーナ、ニームに反りねじれ発生
• 初期含水率が現行材よりも高い（約2倍）
• 材料自体の性能かどうか、現時点では不明

• 製材プロセスの違いが影響？
• 製材プロセスで解決できるのであれば問題ない
• 材料自体の性能であれば、育成段階から制御

する必要ある

天然乾燥
（屋内、風通し良い場所）
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材料評価概要
10

1. 基礎物性
曲げ強度、音響特性、寸法変化等の楽器材に必要と思われる各種部物性値
• 曲げ特性（弾性率、強度、歪）
• 音響特性（縦弾性率、tanδ、横弾性率）
• 寸法・含水率（乾湿サイクル試験によるLRT方向の寸法変化率、含水率変化）
• 木材硬度
• 耐摩耗性 など

音響特性試験例
（タッピング）

2. 部材・製品試験
製品規格に基づく性能試験
• 耐候試験、冷熱試験による変化
• ギター指板の場合、ロッド調整後の弦高 など

ギター性能試験例

部材加工、部材での性能評価を本事業内で進める

材料評価概要
11

構造部材向けに検討するが、今後の高機能用途への展開を見据えた評価とする

項目
音響部材 構造部材

詳細ピアノ ギター 管弦
打 ピアノ ギター 管弦

打
電子
楽器

気乾状態特性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
気乾密度
平衡含水率
吸放湿速度

曲げ特性 △ △ △ ○ ○ ○ ○
曲げ弾性率
曲げ破壊強度
曲げ破壊歪

音響特性 ○ ○ ○ △ △ △
動的縦弾性率
tanδ
動的横弾性率

乾湿サイクル特性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
含水率幅
寸法変化率幅
寸法変化率含水率比

硬度 ○ ○ ○ ○ 木材硬度
耐摩耗性

粘弾性特性 △ △ △ △ △ △ △ 熱変形温度
動的横粘弾性

組成 △ △ △ △ △ △ △
抽出成分
セルロース
ヘミセルロース / リグニン

※音響部材＝その材料自体の振動特性が楽器の性能に直結するもの

まとめ
12

対象材の可能性は未だ未知数だが、調達品質面では概ねクリアできる

材料調達性（外観品質、バラつき、入手性など）
• 普及価格帯製品を対象にした品質であれば概ねクリア
• 色、欠点等は特に問題なく、取引先への要求レベルは実現可能
課題１）流通が少ない、ただし対象地での流通も少ないため新規開拓案件
課題２）製材プロセス（原木入手～木取り材加工）の制御
課題３）中高級価格帯への用途展開（柾目材）

材料性能
• 現時点では現行材との差異はなく、十分に使えるレベル（調達品質次第）
• 内部歪が大きい可能性がある（計測中）
課題１）内部歪が材料要因だった場合、育成段階から検討必要
課題２）サイクル試験などでの寸法変化量（測定中）

材料の効率的利用と良質材育成の体系構築が必須
材料の効率的利活用（利用歩留まり向上）
対象地での計画的植栽 など

持続的利用のためには・・・
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第３回 運営委員会 議事次第 

 

日時： 令和４年３月１日（火）１４:００～１６:００ 

会場： オンライン 

 

1. 出席者紹介 

 

2. 開会の挨拶   

１）公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 

２）林野庁 森林整備部計画課 国際森林減少対策調整官 

 

3. 議題 

１） 事業全体 

２） ナレッジ活用実証調査（委託業務） 

① 熱帯産早生材の木材加工技術 ヤマハ（株） 

② サチャインチの食品開発  （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル 

３） 感染症影響調査 

４） 情報発信 

 

4. 閉会 

 

 

＜配布資料＞ 

議事次第と出席者（本紙） 

資料 1.  途上国森林ナレッジ活用促進事業 

資料 2-1.実証調査:ヤマハ資料 

資料 2-2.実証調査:オリエンタルコンサルタンツグローバル資料 

資料 3.  新型コロナウイルス感染蔓延前後の変化・影響にかかる情報収集 

資料 4.  情報発信 
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林野庁補助事業「令和３年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」 

第３回 運営委員会 出席者（敬称略） 

 

1. 委員 

＜常任委員＞（五十音順） 

功能 聡子  ARUN 合同会社 代表 

谷本 哲朗  独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

谷田貝 光克 東京大学名誉教授、日本炭やきの会 会長 

＜専門委員＞（五十音順） 

杉山 淳司  京都大学 大学院農学研究科 教授 

竹山 恵美子 昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻  

食健康科学部 管理栄養学科 教授 

 

2. 業務委託先企業（発表順） 

仲井 一志  ヤマハ 株式会社 楽器・音響生産本部 調達技術部 材料調達グループ 主事 

門司 崇宏  株式会社 オリエンタルコンサルタンツグローバル (OCG) 

地球環境・スマートシティ部 課長 

竹内 夏希   OCG 地球環境・スマートシティ部 

 

3. 林野庁 

石川 貴之 森林整備部計画課 国際森林減少対策調整官 

 

4．公益財団法人 国際緑化推進センター（JIFPRO） 

太田 誠一  理事長  

高原 繁   専務理事  

高橋 正通  技術顧問 

田中 浩   技術顧問 

山本 朝子  研究員 

倉本 潤季  研究員 
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途上国森林ナレッジ活用促進事業

山本朝子

林野庁補助事業 令和３年度

2022年3月1日

第3回運営委員会

2

途上国森林

利用課題

日本にある

ナナレレッッジジ活用

促進

本日の議題と今後の予定

セミナーアンケート集計

とりまとめ

報告書作成

熱帯早生材の木材加工技術

サチャインチの食品開発

2/28セミナ、Chiepro DB

感染症調査

熱帯早生材現場 １２/２１、２２

3

サチャインチ食品開発現場 １/１７

4

参考：ナレッジ「活用」実証調査 お題

途上国の

森林資源を活用

する活動上の

課題 A

5

日本に

ある

ナナレレッッジジ BB

ナレッジ活用「事事例例」」 CC 開発

途上国が森林資源を持続的に活用し

住民の生計向上に資する取組
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林野庁補助事業
令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業

ナレッジ活用実証調査
-熱帯早生材の木材加工技術-

最終報告

ヤマハ株式会社
仲井一志

1

事業概要
2

対象地：タンザニア リンディ州キルワ県 ナンジリンジ村
• 管楽器に使用されるアフリカンブラックウッドの世界的産地
• FSC認証のコミュニティ森林
• 主要産業はゴマ、カシューナッツ等の農業

リンディ州南東部
年間降水量約1000 mm

長期森林保全を実現するには・・・
農業と共存できる短中期的な林産物資源が必要

早生材の利活用と育成
• トゥーナ、ニームの楽器適用
• オープンエリアにおける中小規模植栽
→ コミュニティでの高付加価値林産物の追加、短中期利益

タンザニアにて育成可能な早生材を楽器材として高付加価値にて利用可能にする

調査概要
3

早生材の課題を木材加工・調達で解決して目標Cを達成する

課題 A ナレッジ B ナレッジ活用目標 C（A+B）

早生材（トゥーナ、ニーム）
・楽器材としてポテンシャルあり
・対象地で育成可能
・利用実績が少ない

★主な課題
・楽器生産工程への適用性
・安定した調達性

１）木材加工・楽器生産技術
ヤマハのコアビジネスである楽器製造で培った
木材加工、楽器生産技術をナレッジとして、
対象木材の利活用を目的とした用途を複数
楽器群（ギター、ピアノなど）にて検討する。

• 対象材を楽器に持続的に活
用できるモデルを構築

• ギターを中心とした楽器製品
に搭載

対象材の調達基準を整備、サプラ
イチェーンを構築することで、将来
対象地におけるトゥーナ、ニームの
育成を念頭にした材料調達モデル
を構築する。併せて、対象材の用
途を開発して製品への搭載を検討
する。

２）楽器材の調達、サプライチェーン構築
楽器材は一般流通材よりも使用量が少ない
一方、品質を担保した確実な調達活動が求
められる。ヤマハが蓄積した調達ノウハウを活
用し、対象地からの楽器適材調達を目指した
基本条件を構築する。

1. 楽器への適用
• 早生材の楽器搭載
• 安定需要の創出

本事業での目標
4

木材の基礎物性や調達性から、楽器適用の可能性を探る

2. 持続的育成
• コミュニティ植栽
• 中期的利益
• 持続性評価

早生材の持続的利用

本事業での主な検討内容 タンザニアで導入実績があり、
育成可能なセンダン科の早生樹を選択

トゥーナ Toona ciliata
• 中央アジア、南アジア原産のセンダン科
• 気乾密度0.4～0.7 g/cm3

• ドイツ植民地時代にタンザニアに導入
• インドの伝統楽器“シタール”に使われる
ニーム Azadirachta indica
• スワヒリ語で”Arobaini”（=40）
• 中央アジア原産
• タンザニアでは街路樹などとして植栽
• 果実の成分に防虫効果がある

目標とする楽器部材
5

アフリカンマホガニー等が使われるギターのネック（棹）材をターゲットに評価

ネック（棹）

実証調査概要
6

各材料の基礎評価は完了、製品化・実装に向けて次年度から自社で検討する

＃ 主要進捗・結果 課題・所見

１
取引先選定

対象材流通地域（インド）における
取引先を調査（9社抽出）
取引先の信用調査、合法性調査

モデルケースとしてG社を選定

対象材2種の流通量は少ない
インドでは、トゥーナはRed Cedarとして流通

２
要求品質検討

普及価格帯ギターのネック材を対象
に品質要件の検討（板目）
設定要件の提示

柾目材の検討（活動7）
購入価格

３
材料の調達

要求品質に沿って各種材料の調達
（現行材、トゥーナ、ニーム）
着荷時品質確認
製材プロセスのヒアリング

トゥーナ材は小さい節（葉節）が多い印象
着荷時の含水率が高い（現地での天然乾燥必要）

４
基礎物性評価

既存プログラムにて人工乾燥
乾燥終了後、材料状態確認
基礎物性試験（6項目）
現行材との比較、可能性検討

乾燥工程の最適化が必要
トゥーナ材は製品搭載の可能性がある
今後継続調達して物性を検討する必要がある

５
育苗・植栽

早生樹導入のモデル検討
種子の調達
苗木育成手法の検討
試験植栽

既存のコミュニティ林業へのアドオンパッケージとして継
続検討
ニームは現地育種センターから入手可能
トゥーナは種子調達が困難、安定調達のため追加検
討必要

６
部材・製品試験

ギターネック材への加工
ネック材を対象とした性能試験

2022年4月頃試作投入予定で調整中（製品試
作）

７
用途拡大

柾目材の調達性検討
厚物調達性の検討

#6の製品試験終了後、高品質材への適用として検討
する
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早生材の調達性（１）
7

普及価格帯ギター製品を対象とした品質要件はクリアでき、安定調達できる

１．取引先選定
モデルケースとして取引できる業者選定
• 既流通地域のインドで選定
• 楽器材取扱いの9社を抽出
• G社（ケラーラ州）を選定

２．要求品質の設定
普及価格帯ギターのネック材を対象
• 含水率30%以下、板目OK
• 26T x >80W x >1000L (mm)
• 無欠点基本だが、程度により許容

早生材の調達性（２）
8

１．外観など
• トゥーナは赤みが強く、独特の香りがある
• ニームは白っぽく、材料毎のバラツキが大きい
• 色以外では、トゥーナは葉節が多く、中高級ギ

ター材にするには課題がありそう

普及価格帯ギター用部材としては問題なし、製材工程の安定が必要

２．課題
トゥーナ、ニームに反りねじれ発生
• 初期含水率が現行材よりも高い（約2倍）
• 理由は、製材プロセスの違い

• マホガニーは天然乾燥後の板材から、木
取り材を製材

• トゥーナ、ニームは原木から板材し、すぐ
に木取り材を製材、その後天然乾燥

その後の内部歪評価は問題なし
製材プロセスが安定すれば使える！

基礎物性（１）
9

曲げ強度、音響特性、寸法変化等の6種の試験により評価
• 気乾状態特性（密度、平衡含水率、吸放湿速度）
• 乾湿サイクル特性（含水率変化量、方向別寸法変化量）
• 木材硬度
• 音響特性（縦弾性率、tanδ）
• 静的力学曲げ特性（曲げ弾性率、曲げ強度）
• 割裂抵抗

音響特性試験例
（タッピング）

トゥーナ、ニームはギターネック材として問題なく使える可能性が高い

割裂抵抗試験

基礎物性（２）
10

トゥーナ、ニーム共に基礎物性レベルでは楽器材として使えるレベルにある
• 気乾密度：トゥーナ 0.59 g/cm3、ニーム 0.49 g/cm3（マホガニー 0.58 g/cm3）
• ニームの板目面は柔らかい傾向がある
• マホガニーと同程度の音響、機械特性であり、ネック材他への展開も可能

木材硬度比較 音響特性値比較

ただし、製品試験でクリアすべき課題がある（次ページにて記載）

基礎物性（３）
11

機械特性面では現行のマホガニーに劣る面があり、製品試験での検証必要
• トゥーナ、ニーム共に寸法変化が大きく、ニームは戻りが遅い傾向
• トゥーナは割裂抵抗値が低く、ねじの打ち込み等の加工には注意が必要

サイクル試験での寸法変化
（T方向）

割裂抵抗値比較

植栽への取組み
12

トゥーナは種子調達性に課題、ニームは実生にて育成可能

トゥーナ種子は調達できず
• 10月～11月頃が採種の時期
• 採種から時間が経つと発芽率が低下する
• Tanzania Tree Seed Agencyから入

手可能

ニームは比較的容易に育成できる
• 苗床からポットへの移植
• 発芽率は高い
• 今後、果実成分と木材利用の両面で最

適な母樹選定、育成方法を進めたい

トゥーナの育成について・・・
苗木がヤギの食害を受けやすいとの報告がある
植栽後、数年間のメンテナンスを考慮した植栽方法を検討したい

ニームは苗床とポットへの播種を比較
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早生材の利活用モデル
13

アフリカン・ブラックウッドのアドオンモデルとして持続的な森林管理を総合的に実現
• アフリカン・ブラックウッドは天然林でじっくり育成
• 早生材がもたらす中期的利益により、土地が有効利用できる
• 複数楽器群に使える木材が村で育成でき、安定収入に繋がる

まとめ
14

トゥーナ、ニームは調達面、物性面では楽器材として利活用できる可能性が高い

材料調達性（外観品質、バラつき、入手性など）
• 普及価格帯製品を対象にした品質であれば概ねクリア
• 色、欠点等は特に問題なく、取引先への要求レベルは実現可能

材料性能
• 現時点では現行材との差異はなく、十分に使えるレベル
• 寸法変化などの材料特性に課題がある
• 現地での植栽は可能だが、トゥーナは種子調達性が課題

• 今後、製品を試作し、製品レベルでの性能評価を行う
• 現地では、アフリカン・ブラックウッド保全のアドオンモデルとして実証調査を進めていく

材料として有用であることがわかったので・・・
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ナレッジ活用実証調査
（サチャインチの食品開発）

～地域産業振興に向けたサチャインチの利用促進と高タンパク食品開発～

2022年3月
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進

1

サチャインチとは
• ペルーのアマゾン地域原産の蔓性低木

• 良質な脂質とタンパク質を含む星形の莢に
包まれたナッツ（種実）

• ペルーにおける栽培面積は2,000 ha以上で、
生産者は4,000人以上

• サチャインチの現地での利用

ナッツとして食す

多様な郷土料理の食材として活用

食用油

スキンケア

サチャインチの果実
2

サチャインチ生産の様子

出典：Peru Regions Map, Peter Fitzgerald, CC by 4.0

ペルーでの森林保全と生計向上の課題

3

非伝統的焼畑農業

違法伐採

都市圏拡大

低い森林管理能力

森林面積減少

山岳地帯・
アマゾン地域で雇用
少ない

違法伐採

砂金抽出・生成 土壌・河川汚染

森林減少・劣化

経済成長

必必要要なな対対応応
付加価値の高いサチャインチ加工やサチャインチおから商品の開発
森林の保全に向けた社会システム構築

サチャインチへの期待

1. 播種から収穫までの
期間が短い

4

播種から2年で
400粒以上の収穫が
年に5、6回可能

生産者の安定的な
収穫・販売

生計向上が期待

2. 長期保存が可能

長期保存が可能、かつ、
収益性が高い

小規模農家の
現金収入源として期待

山岳地帯や農村部では
輸送インフラが十分に

整っていない

3. アグロフォレストリー
のスターター植物と
しての利用

植林やほかの
作物との混植

二次林の皆伐による牧草
地化の抑制が期待

ナレッジ活用実証調査

ナレッジB1：
大豆おからの食品加工技術

ナレッジB2：
粉末加工技術

サチャインチの搾り粕が
十分に活用されていない

➜搾り粕の有効活用

加工技術や商品開発能
力等のナレッジが不足

➜搾り粕のテクスチャーの改善・
高付加価値化

課課題題A

ナナレレッッジジB

5

ササチチャャイインンチチおおかかららをを活活用用しし和和食食をを活活用用ししたた
付付加加価価値値のの高高いい商商品品試試作作をを行行いい、、

ササチチャャイインンチチおおかからら製製品品のの利利用用促促進進をを図図るる

目目標標C

SDG達成目標

ナレッジB

B1:大大豆豆おおかかららのの食食品品加加工工技技術術

• 大豆おからは、豆腐の製造過程で豆乳を絞った際
の絞り粕、日本人に馴染み深い食品

• 大豆おからは食物繊維が多く、食感や風味が特徴
的だが、日本ではこれらの欠点を克服するための
調理法や加工技術が培われてきた

• 大豆おからの食品加工技術をサチャインチおから
に応用→付加価値の高いサチャインチおからの加
工食品開発が可能

B2:微微粉粉末末加加工工技技術術

• サチャインチおからのテクスチャー改善に有効

• 数マイクロメートル以下の微粉へ加工が可能

• 水溶性が向上し、液体状態への食品へ加工範囲が
広がる

6

→
サチャインチ

オイル抽出後の
おから状原料

出典：食オタMAGAZINE（2021年11月3日参照）、「豆か

ら自家製！手づくり豆腐をつくってみよう」、
https://www.shokuotamagazine.com/shokuotanote_han
dmadetofu

←
大豆おから

←
微粉末化
された
サチャインチ
の絞り粕
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実証調査Dの手法

7

第
2回

運
営

委
員

会
時

報
告

今今
回回

報報
告告

サチャインチおからの加工試食品開発

8

目的：
サチャインチおからを活用し、
付加価値の高い食品試作を行い、
サチャインチおから食品の利用促進を狙う

ピカロネス
（ペルーの野菜ドーナツ）

①①ままぜぜてて簡簡単単、、手手軽軽ににササチチャャイインンチチをを摂摂るる
粉末化することで扱いが楽になり、手軽にタンパク質を摂取が可能

②②日日本本のの伝伝統統文文化化をを参参考考にに和和食食にに取取りり入入れれるる
水で柔らかくした生米を臼でつき粉上にして団子のように
した食べ物である「しとぎ」や、発酵食品とのコラボなど
応用の幅が広い

③③ペペルルーー料料理理ででももササチチャャイインンチチをを活活用用
美食の国＋他国の文化を取り入れることに寛容。
ペルー料理への応用をきっかけにペルーでの
利用の幅も広がることを期待

酒粕とのコラボ

和和食食
日本の伝統的食文化
食事の持ち味を引き出し・引き
立たせるなど様々な工夫がある
ブランディング力を利用
高高付付加加価価値値化化が期待できる

サチャインチおからの利用例紹介

9

◆こねる
粉の分量の10％程度をサチャインチおからの
粉末に置き換え

◆まぜる：【酒粕ディップ】
サチャインチおからの粉末と酒粕をまぜて、
マスタードやハーブでアクセント

サチャインチおからの利用例紹介

10

◆和食：【野菜のすり流し】
すったカブにサチャインチを加え、精進料理にタンパク質をプラス

◆ペルー
上：【パパ・ア・ㇻ・ワンカイーナ】
ワンカイーナソースのとろみをサチャインチ
おからでつける

右：【ピカロネス】
ドーナツの粉の10％程度をサチャインチ
おからに置き換え

サチャインチおからの利用例紹介

11

◆ふりかける
【サラダ】
サチャインチおからのパウダーとお好みのオイル

【おはぎ】
おはぎにサチャインチおからのパウダーをかける（お好みでごまも）

試食会の実施

12

実施日：2022年1月17日（月）
参加者：JIFPRO3名、按田氏、OCG調査メンバー4名

按田氏に料理をご説明
いただいた

サチャインチパウダーを利用した試作品

試食後の感想
ササババのの味味噌噌煮煮：：若干粉っぽさを感じる。サチャインチの味と味噌が合う
酒酒粕粕デディィッッププ：：ざらつきがなく、サチャインチの風味とよく合う
ララワワ：：現地でも売れそう。味がシンプルで、サチャインチの味が楽しめる

←ラワ
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アンケート実施結果

13

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

味

大変おいしい おいしい 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

香り

大変良い 良い 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

なめらかさ

大変良い 良い 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

サチャインチの良さが活かされているか

大変よくいかされている 良くいかされている 普通 いかされていない

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

味

大変おいしい おいしい 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

香り

大変良い 良い 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

なめらかさ

大変良い 良い 普通 悪い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

サチャインチの良さが活かされているか

大変よくいかされている 良くいかされている 普通 いかされていない

アンケート実施結果

14
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アンケート実施結果

15

酒粕ディップは、味、香り、なめらかさ、サチャインチの良さ
が活かされているかの面で高評価した人が多い

あまり活用されていない材料同士を組み合わせる観点で
SDGにも貢献

アンケート実施結果

16

• 味の面では、すべての料理を大変おいしいと感じ
る人が多かった

• なめらかさが求められる料理には、さらに一工夫
必要

• サバの味噌煮のように、サチャインチのパウダー
を相当量入れても、普通のサバの味噌煮とあまり
変わらない料理もあり、組み合わせによっては、
普段の食事にプラスしてなにも感じずにタンパク
質を摂取できる

• また、甘さや香ばしさが料理にコクを与え、サチャ
インチの良さがよく活かされる料理もあった（味噌
汁、甘酒、酒粕ディップなど

今後の展望

17

1. 現地のバリューチェーンのさらなる調査
ペルーならではの多様なスーパーフード等の食品との組み合わせ
ペルーを訪れた観光客などをターゲットとした商品開発
そのための、食材の検討、商品の形態の検討

2. 開発した試食品の展開
料理のヒントとなる今回開発した試食品の利用促進活動

3. 開発した試食品の普及（一般向け試食会の開催等）

今回開発したレシピや、開発された新しいペルーのスーパーフード
を組み合わせた商品の認知度を高め、また改善していくことを目的
に、一般向けの試食会を開催
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林野庁補助事業
令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業

新型コロナウイルス感染蔓延前後の
変化・影響にかかる情報収集

国際緑化推進センターJIFPRO

1

目的と方法

目的
Covid-19蔓延前後で、途上国の森林とその資源の利活用状況および
関係者への影響について情報を収集し分析する

方法
コロナの感染状況：インターネットや文献情報収集
現地の状況把握：個別インタビュー（web含）、対面アンケート
分析：受託者および国際緑化推進センター

対象地域、対象国（受託者）
東南アジア：ベトナム、バングラデシュ（株式会社ラーゴ）
南米：ブラジル（NPO 野生生物を調査研究する会）
アフリカ：カメルーン、ナミビア（日本森林技術協会）

2

世界と調査国のCovid-19感染状況

3

感染者 4億28百万人
死者：592万人
ワクチン接種数：106億回

ジョンホプキンス大学2022.2

国 人口 感染者数
全国 100万あたり

死亡
者数

ワクチン接種
率％

ベトナム 9700 251 3.0 4 74
バングラデシュ 16500 191 1.2 3 36
ブラジル 21260 2750 13.4 64 72
カメルーン 2655 12 0.4 0.2 2
ナミビア 250 6 6.3 0.4 14

万人万人万人

現地調査のようす

4

ブラジル

バングラデシュ

カメルーンナミビア

アンケート例

ベトナム

調査対象
人数 10人：男女7:3、30～40代、
業種：木材、薬用植物、ハーブ、茶

社会状況の変化
マスク常用、ソーシャルディスタンス確保

生活への影響
外出・移動規制、ソーシャルディスタンス規制
事業の縮小や失業、収入減少、需要減、

経済活動影響
GDPマイナス、生産減、移動制限、入国制限、

輸出入制限
原材料価格上昇、ガソリン輸送費上昇、

観光客激減
木材30％減、茶やハーブ80～90%減、

ツーリスト70-90%減

影響小
薬用植物、木材加工

森林関係
違法伐採減少

5

GDP合計（2019年） 3278億7300万ドル（36位）、1人あたり：3,398ドル

バングラディシュ

調査対象
人数 10人：男女10:0、20～60代、
業種：農民、木材、農業（果樹、蔬菜、米）

社会状況の変化
マスク時々着用

生活への影響
ロックダウン、学校閉鎖、営業事件制限、

移動禁止
収入減、失業、食糧難、

経済活動影響
GDP変化なし、生産量減、輸送量減

（買取り業者が来ない）
販売価格低下、購買力低下、消費行動の

変化

森林関係
違法伐採減少、森林への依存度低下

6

GDP合計（2020年） 3230億5700万ドル（40位）、1人あたり：1961ドル
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ブラジル（アマゾナス州、パラ州）

調査対象
人数 10＋α人：男女9:1、40～70代
業種：農協、アグロフォレストリ、NGO,家具職人、
農産加工、旅行業

社会状況の変化
マスクは公共の場でのみ常用、
ソーシャルディスタンス、感染対策

生活への影響
外出・移動規制、事業の縮小や失業、
収入減少、食料品高騰、訪問自粛

経済活動影響
GDPマイナス、生産減、原材料不足・価格上昇
レアル安、原油価格の上昇影響大
移動制限による農地管理不足、営農指導の停
滞、観光客減、オンラインエコツアー不評

好影響
家具注文が50％増、生産30％増、生計向上。
クッキー製造15%増も包装紙価格高騰で相殺。
巣ごもり需要好調

森林関係
違法伐採一時増加（帰農）、その後、監視強
化。ただし政権の姿勢が森林開発優先。

7

GDP合計（2019年） 1兆8778億2200万ドル（12位）、1人あたり：8935ドル

カメルーン

調査対象
人数 45人：男女33:12、20～60代
業種：木工場、木材販売（家具建具）、公
務員、かご細工、野菜販売

社会状況の変化
マスクはほぼ常用（森林セクター）

生活への影響
外出・移動規制、学校閉鎖、民間薬草（アルテ
ミシア苗配布）、地元治療薬承認、衛生意
識向上、

収入減少、生活困窮、販売低下による職人の
離職（カゴ、手工芸）、借金

経済活動影響
GDP±０、原材料価格上昇、木材種類による
販売の増または減、輸入品の減少と価格高騰、
資金不足、輸送手段欠乏

その他の影響
一部の業者による品不足へ投機的動き
不正の拡大
コロナ影響の矮小化、政府への不信、
貧富の拡大（教育レベルの差）

森林関係
木材加工に必要な輸入部材欠乏
低いワクチン接種率2％
コロナに脆弱

8

GDP合計（2019年） 390億900万ドル（90位）、1人あたり 1507ドル

ナミビア

調査対象
人数 ６人：男女4:2、20～40代
業種：木工、木炭、かご素材、工芸品

社会状況の変化
マスクは業務や移動時に着用（罰金）

生活への影響
ロックダウン、集会制限、学校時間割変更、銀行
取引変更、夜間外出禁止、食事回数減、
生活費倍増

経済活動影響
GDP1.3%へ半減、物流停滞、販売時間制限、
木材の販売量が減少。木材輸送コストが約
2倍、販売価格約5倍、

観光客減による土産物販売激減、輸出入の停
滞、雇用削減

好影響
木炭需要と価格上昇（一部地域、国外へも）
木炭同業者休業による独占的経営
建築業の影響は-10％程度

森林関係
輸送停止措置も増加の可能性
（記録未整備）

木炭製造販売好調の地域と不調な地域に分化

その他
商習慣の未発達、帳簿なし、口座なし。
低ワクチン接種率と無関心
ワクチン接種キャンペーン
貧富格差拡大、汚職の助長

9

GDP合計（2020年） 107億1000万ドル（139位）、1人あたり：4276ドル

COVID-19の影響まとめ

10

交通運輸
移動制限（ロックアウト）
訪問制限
物流停滞（国内外） 森林周辺、木材産業への正負の影響

経済要因

サプライチェーンに影響

コロナ関連制限要因

運輸停滞による伐採量減少
帰農による違法伐採増加
観光・エコツーリズムの停滞
土産品売上げ減少
アグロフォレストリーの管理の停滞、商品劣化
貧富差・貧困拡大

−

人流物流

需給ギャップ
失業と購買力低下
品薄による投機・独占
需要の変化（すごもり需要）

購買力

金融市場
為替相場、途上国通貨安
輸入価格上昇
原油価格変動大

輸出入

製造
原材料不足による価格高騰
部品・梱包材不足
設備投資減少

川上川下
afterコロナの回復に向けた準備
生活様式の変化への対応（リモート等）
域内マーケット（地産地消）

違法伐採の減少
家具等木工品、建築の需要増加
薬草の採取・栽培増

＋

巣ごもり、住居、地産地消
健康、栄養、安全安心

282



4.情報発信

令和3年度途上国森林ナレッジ活用促進事業
第3回委員会資料

国際緑化推進センター

4-1.データベース

使いやすさの向上や新規コンテンツ掲載のための改編を実施
◉ナレッジ活用事例ページの作成とレイアウト構築
◉掲載ナレッジ情報一覧の機能追加
◉検索方法やコンセプトを紹介するページを新設
◉その他の機能及びレイアウト修正

新規コンテンツの追加
◉ナレッジ活用事例として令和2年度実施の二件を追加
◉ナレッジ情報ページに、本年度実証調査案件を含む9件を追加

4-2.公開セミナー

公開セミナーを実施
◉日時：2022年2月28日(月)14:00~16:00
◉方法：オンラインセミナー(Zoomウェビナー)／配信のみ会場利用
◉参加者：林業系企業・コンサルタント・大学などから150人の参加
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ローカルな取り組みの
グローバルな価値付けと留意点

井上 真

早稲田大学
人間科学学術院（所沢キャンパス）

JIFPRO 公開WEBセミナー（2022年2月28日） 森林ガバナンス論
（林政学） 環境社会学

（地域発展論・地域再生論）

生態人類学／
開発人類学

環境経済学／
開発経済学

井上の研究領域
＝色付きの部分＝学際的

東南アジア地域研究
（インドネシア・カリマンタン）

＜基盤＞
フフィィーールルドドワワーークク重重視視のの情情報報収収集集

コモンズ論/
協治論

（協働型ガバナンス論）

導入

「途上国森林ナレッジ活用促進事業」

途上国のナレッジの弱点に着目し、そこに日本のナレッジを活用し
て商品化し、双方にとってwin-winのビジネスモデルを開発すること。

本講演の内容：

１．このような取り組みが有するグローバルな価値の確認。

２．二つの事例報告に対するコメント。

３．関連する研究成果(1)：ナレッジの持続可能性に関わる留意点

４．関連する研究成果(2)：ナレッジ活用と利益配分の留意点

１．本事業のグローバルな価値

ボルネオ先住民(Bahau)の吹き矢小型機（プロペラ機）でボルネオ島奥地の村に着陸

「森林と土地利用に関するグラスゴー宣言」

気候変動枠組み条約・第26回締約国会議の参加国が発出した宣言の
うちの一つ（2021.11）。ソフト・ロー（法的拘束力を持たない）

目的：2030年までに森林減少を終わらせる

141カ国が署名し、世界の森林面積の91％を占める。

192億ドル：公的資金と民間資金

宣言内容の要点

「持続可能な生産と消費の促進」、「利益を生みかつ持続可能な農業の推進」、
「森林の多様な価値の承認」、「先住民および地域コミュニティの権利の尊重」、
「多様な主体からの投資」など。

本事業は「宣言」の趣旨を先取りした活動である。

自然を基盤とする解決策
（NbS：Nature-based Solutions）

井上の考え＝「グラスゴー宣言」の実行でNbSを活かすべき

NbSは「宣言」内容のトレードオフを起こしにくいから

NbSに着目した段階で、視点の重点はローカルに移行

ローカルな現場で適切なNbSを実行すること

「グラスゴー宣言」の実現に寄与

ひいてはSDGｓの達成に寄与する 誰でも参加できる
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IUCNによるNbSの世界基準（古田,2021）

下記の８つ うち本事業に強く関連するのは赤字の５つ。

基準１：NbSは効果的に社会課題に取り組む

基準２：NbSのデザインは規模によって方向付けられる

基準３：NbSは生物多様性および生態系の健全性に純便益をもたらす

基準４：NbSは経済的に実行可能である

基準５：NbSは包括的で透明性が高いガバナンス・プロセスに基づいている

基準６：NbSは主目的の達成と複数便益の継続的な提供のトレードオフを公
平に比較考量する

基準７：NbSはエビデンスに基づき順応的に管理される

基準８：NbSは持続可能で、適切な法域の文脈の中で主流化される

IUCN基準へのコメント

IIUUCCNN世世界界基基準準 井井上上ココメメンントト

基準１：NbSは効果的に社会課題に取り組む 貧困の軽減への寄与が該当。しかし、新規事業の導
入により地域住民の所得格差が広がらないか？

基準３：NbSは生物多様性および生態系の健全性に
純便益をもたらす

アグロフォレストリーの導入が該当。

基準４：NbSは経済的に実行可能である 利潤獲得が可能となるような商品開発を工夫するこ
とが該当。

基準５：NbSは包括的で透明性が高いガバナンス・
プロセスに基づいている

地域住民の参加確保が重要な点。また、既得権益を
崩すことは困難なはず。

基準６：NbSは主目的の達成と複数便益の継続的な
提供のトレードオフを公平に比較考量する

企業利益と生態系保全・生物多様性保全との間のト
レードオフの可能性は？

２．二つの事例報告に対するコメント

川での水浴び（シャワーの代わり）船外モーターを付けたカヌーで上流の村に向かう

オリエンタルコンサルタンツ・グローバル：
ペルーアマゾンでの試み

事業概要：

日本の技術を活用してサチャインチおから（オイルの絞り粕としての副産物）の現地
での利用促進をねらい、日本の技術を活用して加工食品（真新しい調理利用法やレ
シピ例等）を開発する。また、サチャインチを活用したアグロフォレストリーの導入へ。

井上コメント：

現地の誰が（どの組織・会社が）どのくらいの利益を得るのか？

サチャインチが生産される土地の所有関係は？

土地所有者と労働者の関係は？

現地社会の利害関係を大きく変化させるので、既得権を持っている利害関係者の有
利になるような商品開発に偏る可能性があるのでは？（＝貧困層にとっては不利な
状態を導きやすい）

ヤマハ：
タンザニアでの試み

事業：

タンザニアの早生樹（トゥーナ、ニーム）を楽器（ギター）の原料として活用。

井上コメント：

「NGOと協力してオープンエリアで植林」することが想定されているが、植林地に
慣習的な権利を持っている人はいないのか？（後々の紛争を回避するため重要
な情報）

作業に従事する人は誰か（属性は？ 貧困な人びとか、あるいはNGOを繋がりの
ある人びとに偏ってしまうのか？）

３．関連する研究成果(1)：
ナレッジの持続可能性に関わる留意点

Koompasiaの大木（伐採しない）
・精霊の宿る木：バチが当たる
・蜂蜜が採れる木
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用語の定義

様々な用語：

“Traditional Ecological Knowledge”, “Traditional Forest Related 
Knowledge”, “民俗知”、など

「在来・地域知」(Indigenous and local knowledge: ILK)
定義：順応プロセスにより進化し、また文化的伝承による世代を超えて受け継
がれた、人間を含む生き物同士および環境と生き物との関係についての知識、
実践、信念の累積体 (Berkes, 2018). 

期待

地元の人びとを主体とする内発的発展

自然資源の持続可能な利用・管理

国際的な注目：SSH 7による提言

先進７カ国の人文社会科学を代表するアカデミー（Social Science 
and Humanities 7: SSH7）が公表した提言（2021.11.16）の５つのうち
の一つ

＝「COVID-19からの回復：コミュニティ・エンゲージメント」

この中に下記の提言が明記。

「過小評価されている声に力を与え、人々の信頼を向上させることに
重点を置きつつ、地域コミュニティが有意義に関与し、意思決定にお
いてローカルな知識を展開する際にアクセスできるメカニズムの創設。
（・・・略・・・・）。二つのレベルの行動の良好な調整こそが実効性のあ
る戦略である。」（「学術の動向」編集委員会, 2021）

しかし・・・・

「在来・地域知」は多様
持続可能性へと直結するもので

はない。

エミック(内的視点）とエティック

（外的視点）のズレに着目して概
念化した「３類型の持続的利用」

（井上,1997; Inoue, 2000)

山の頂上に残った樹木（1）：
インドンドネシア人研究者が見せてくれた写真（井上のフィールドワーク前）

山の頂上に残った樹木（2）：
フィールドワークでわかった実態

たまたま頂上が残っただけだった・・・・

３類型の持続的利用（井上,1997）

(A) 偶発的な持続的利用 持続性は確保されない
山の頂上に残った樹木 前スライドの例
畑の中の燃え残りの樹木
陸稲の収穫後に残される茎

(B) 副産物としての持続的利用
主目的の維持を前提として持続性は確保

焼畑用地の循環方式
毎年移動させる畑

(C)意識的な持続的利用 持続性は確保されやすい
日本の入会利用規制（タイト）
ボルネオ先住民の慣習保全林（ルース）
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＜偶発的な持続的利用の例＞
畑の中の燃え残りの樹木

＜副産物としての持続的利用の例＞
焼畑用地の循環利用

出典：井上（1995）より

Bekan
Jue Dumit

Jekau

Jekau Lataq

Empaq

主目的＝
雑草コントロール
による除草作業の
軽減化

↓
一定の休閑期が
保持（循環利用）

↓
持続性の確保

＜＜意意識識的的なな持持続続的的利利用用のの例例＞＞

日本の入会林野：きっちりとした利用規制

タイトなコモンズ

カリマンタン先住民（Kenyah）の慣習保全林
(Tana’Ulen) ：ゆるやかな決まり

ルースなコモンズ

留意点

「在来・地域知」が変化することを前提としつつ、

その時点での類型（３類型のどれに該当するか）を特定する

そのうえで次のような選択肢を検討するのが合理的。

(1)対象地の「在来・地域知」をそのまま、あるいは若干改編して活用する

(2)別の地域の「在来・地域知」を導入する（適用可能性の検討が必要）

(3)「在来・地域知」ではなくて科学的な知識や技術を導入する。

(4)「在来・地域知」と科学知を組み合わせる。
本事業の
潜在的な
対象

４．関連する研究成果(2)：
ナレッジ活用と利益配分の留意点

マハカム川を行き来する船
・１階：自由席、多くの物品も
・２階：指定席（横になって就寝可）

文化コモンズとは？

在来・地域知は「文化コモンズ」の一種である。

文化コモンズの定義：

文化に関わることで、私的所有が主張されないモノやコトそのもの、
およびその所有・管理・用益のありかた（山田,2021）

具体例：

Wikipedia, You Tube, TikTok, etc..
書籍、音楽、アニメ、・・・

地域団体商標（夕張メロン, 讃岐うどん, etc.）
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開放化 vs. 囲い込み

文化は、生産と販売に関わる人びとだけではなく利用者（消
費者）の参加によって発展する。

「文化コモンズ」の基本＝ 開放＝拡散＝自由化

一方で、知的財産法等は必要

しかし、特定の個人・団体による「囲い込み＝所有」が強す
ぎると・・・・・・・

文化の発展は阻害される

開放の問題点

文化資源の開放（自由化）

商品化した者による利益の独占 問題が生じる

開放的な文化コモンズが人類の助け合いの源であるというロ
マンチックな捉え方（「コモンズのロマンス」）は妥当ではない

典型的な事例：

「コンドルは飛んでいく」（1970年） byサイモン＆ガーファンクル

ペルーの民族音楽を使って大ヒット

獲得した莫大な利益はペルーには環流せず

利益配分の取り決め

生物多様性条約の「名古屋議定書」（2010年採択、2014年発効）

在来・地域知に関連する合意：

「事前の情報に基づく同意」(Prior Informed Consent: PIC)
「相互に合意した条件」（Mutually Agreed Terms: MAT）

「公正かつ衡平な利益配分」

注意点：

外国からの利益配分を受けるのは国家。

国内の先住民や地域社会への再配分は当該国に任されている。

おわりに

在来・地域知の取り扱いと利益還元については、

所有（囲い込み） 企業活動の活性化へ

VS.
拡散（開放・自由化） 人類の財産としての文化コモンズの発展

の両者の微妙なバランスの上に成り立っている

上記のことを意識しておくことが、ノレッジ活用に取り組む日
本企業にとっても重要

文献

Berkes, F., 2018. Sacred ecology. Fourth edition. Routledge, New York, New York, USA.

古田尚也（編）, 2021. 「＜特集＞NbS 自然に根ざした解決策：生物多様性の新たな地平」
『BIOCITY』 No.86

「学術の動向」編集委員会（編）、日本学術会議（編集協力）『学術の動向』Vol.26, No.12, 
2021年12月,p.88

井上真, 1995.『焼畑と熱帯林：カリマンタンの伝統的焼畑システムの変容』弘文堂．

井上真, 1997. 「コモンズとしての熱帯林：カリマンタンでの実証調査をもとにして」

『環境社会学研究』，Vol.3, p.15-32.

Inoue, M., 2000. Participatory forest management. In: E. Guharidja, M. Fatawi, M. Sutisna, T. 
Mori, and S. Ohta (Eds.). Rainforest Ecosystems of East Kalimantan: El Nino, Drought, Fire, 
and Human Impacts. Springer-Verlag, Tokyo, 299-307.

山田奨治, 2021.『著作権は文化を発展させるのか：人権と文化コモンズ』人文書院.
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山本朝子

林野庁補助事業 途途上上国国森森林林ナナレレッッジジ活活用用促促進進事事業業 公開セミナー

日本の「ちえ」で途上国の森林減少を止めSDGsに貢献するには

～アフリカと南米の森林を守るギターとナッツプロテイン食品の開発～

2022.2.28

公財) 国際緑化推進センター

Japan International Forestry PROmotion and Cooperation Center

途上国の森林＋

日本の「ちえ」

＠＠chiepro_forest/

世界の森林減少 /年（FAO, 2015）

2

途上国

森林の
45%は
熱帯

2015 ～2020：世界の森林減少率は千万ha/年 (FAO)

赤道

日本と世界の動向：グローバル

2030年までに森林減少を食い止める（森

林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言*)

森林減少を伴わない持続可能な農産物サプラ

イチェーンの構築への協力（FACT対話共同声明*）

SDGs（持続可能な開発目標：気候変動、環境劣化

など、グローバルな諸課題の解決を目指すもの）

… etc
3*COP26: 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(2021)

途上国の生活・住民：ローカル

4

違法伐採

過剰利用

未利用資源

感染症が影響

能力が不足

などの課題

森林周辺の暮らし例：アマゾン川流域

現地では「ちえ」(ナレッジ）も不足

5

日本は森林資源に係るちえ・知識

を多数保有

加工技術

活用方法

市場への参入

付加価値向上の技

・・・etc

「「ちちええ」」の活用（ナレッジ事業実証調査）

途上国の

森林資源の

課題

6

日本の

「ちえ」

（（ナナレレッッジジ））

途上国が森林資源を持続的に活用し

住民の生計向上に資する取組

事例
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「ちえ」の活用～グローバルな価値観

7

途上国が

森林資源を

持続的に活用

生計向上

・SDGs

・グラスゴー

リーダーズ

宣言

…etc

・・・

令和３年度事例

8

日本の
ちえ

ペルー
サチャインチ

タンザニア
早生樹

FAO, 2020: Global Forest 
Resources Assessment 
2020 Key findings
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公開セミナー
タンザニアの熱帯早生樹をギター材に利用する試み
令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業
ナレッジ活用実証調査 -熱帯早生材の木材加工技術-

ヤマハ株式会社
仲井一志

1

タンザニアの森林事情
2

林産物が生活に利用され、楽器材の産地でもある
• 管楽器に使われるアフリカン・ブラックウッドの世界的産地
• 木材は、炭や家具、建材などに好んで使う
• 森林面積の約50%がオープンエリア（非保護区）

オープンエリア
基本的に使い方は自由
林産物収集、農業に使う

アフリカン・ブラックウッド

タンザニアの森林事情
3

森林保全の傍ら、オープンエリアでの農業との共生が課題
• 地方の世帯収入のほとんどは農業に依存
• 近年はゴマの生産が盛んで、リンディ州は無施肥の焼畑式が主流
• アフリカン・ブラックウッドは貴重な有用資源だが、成長に時間がかかる

アフリカン・ブラックウッドの植栽地域で盛んなゴマ栽培

調査概要
4

アフリカン・ブラックウッドのモデルにアドオンできる早生材利用モデル

アフリカン・ブラックウッドのビジネスモデル

オープンエリアで
地域住民が農業と同時に林業をする
15年程度の伐期で回せる早生樹で造林
○ 中期的に安定した利益（木材生産）
○ 土地を有効利用できる（ゴマと共存）

早生材は楽器に使えるのか？
少量でも高付加価値で使える楽器材ならば・・・
地域住民がサイドビジネスとして育てられる！
安定した楽器づくりにも繋がる！

ローズウッド
Dalbergia spp.

黒檀
Diospyros spp.

楽器と木材
5

楽器には適材適所にて、様々な木材が活用されている
• ヤマハでは世界26カ国、約76種類の木材を使用
• 音響特性や加工性等、楽器の部位により適切な樹種を選択する
• 熱帯産のローズウッド等、他種では得られない特性を持つ

黒檀材

ローズウッド材

アフリカン・ブラックウッド
Dalbergia melanoxylon

この木材の音が
スタンダード

スプルース
Picea spp.

楽器材に求める性能
6

音響性能、安定性等 ＋ 木材の調達性
• 一般には、硬く響きやすい木材が良いとされるが、部位により異なる
• 環境変化に対する寸法安定性、加工肌も重要な要素
• 良い材でも調達できなければ使えない

1

3

5

7

9

11

2500 3500 4500 5500

内
部

損
失

ta
nδ

音速 (m/s)

音速と内部損失
Dalbergia melanoxylon Picea abies Dalbergia stevensonii
Diospyros ebenum Betula maximowicziana Acer saccharum

硬く
よく響く

アフリカン・ブラックウッド
黒檀

ヨーロッパスプルース
カバ

ホンジュラスローズウッド
ハードメープル

ピアノの黒鍵

クラリネット
オーボエなど

マリンバ

ピアノ響板
ギター表板

ピアノ部品
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楽器への早生材の利活用
7

早生材は楽器に使われることは少なかった
• 早生樹の中では、センダン、アカシア、ユーカリなどが代表種
• 10～25年程度で直径25～30 cm程度まで成長、比較的短い伐期で木材にできる
• タンザニアではトゥーナ、ニームなど

実は、センダン科は楽器に使われている
「マホガニー」として良く知られ、ギター等に使われる

アフリカンマホガニー
Khaya ivorensis

マホガニー属
Swietenia spp.

トゥーナ
Toona ciliata

トゥーナとニーム
8

トゥーナ Toona ciliata
• 中央アジア、南アジア原産のセンダン科
• 気乾密度0.4～0.7 g/cm3

• ドイツ植民地時代にタンザニアに導入
• インドの伝統楽器“シタール”に使われる

ニーム Azadirachta indica
• スワヒリ語で”Arobaini”（=40）
• 中央アジア原産
• タンザニアでは街路樹などとして植栽
• 果実の成分に防虫効果がある

タンザニアにて導入実績あり、生育環境幅が広く育成しやすい
• 現地で種子を調達可能
• トゥーナはマホガニーのような外観で、高値で取引される
• ニームは果実の効能が注目

楽器に使えるか
9

物性面では部分的に課題があるものの、ギター部材としては十分な性能を持つ

各材料の特徴：ギターネック材をターゲット
トゥーナ、ニーム共に部材として使える可能性が高い
硬く、乾燥性が良く、十分な強度がある

各材料に見られる課題
マホガニーと比較して寸法変化が大きい（特にニーム）

ネック（棹）

調達できるか
10

普及価格帯ギター製品を対象とした品質要件はクリアできる

品質要件
普及価格帯ギター向け
• 含水率30%以下、板目OK
• 26T x >80W x >1000L (mm)
• 無欠点基本だが、程度により許容

価格は検討しなかったが・・・
• 品質はクリアできる
• タンザニア国内の製材レベルを要確認
• 柾目材が取れれば少量でも付加価値高い

農村で育てられるか
11

トゥーナは種子調達性に課題、ニームは実生にて育成可能

トゥーナ種子は調達できず
• 10月～11月頃が採種の時期
• 採種から時間が経つと発芽率が低下する
• Tanzania Tree Seed Agencyから入

手可能

ニームは比較的容易に育成できる
• 苗床からポットへの移植
• 発芽率は高い
• 今後、果実成分と木材利用の両面で最

適な母樹選定、育成方法を進めたい

トゥーナの育成について・・・
苗木がヤギの食害を受けやすいとの報告がある
植栽後、数年間のメンテナンスを考慮した植栽方法を検討したい

早生材の利活用モデル
12

希少材と早生材を適地で育成して持続的な森林管理を総合的に実現
• アフリカン・ブラックウッドのような希少材は時間をかけて育てる
• 早生材がもたらす中期的利益により、土地が有効利用できる
• 複数楽器群に使える木材が村で育成でき、安定収入に繋がる
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まとめ
13

• トゥーナ、ニームは楽器部材として使える可能性が高く、地域での育苗も可能
• 成長が早く、利益になりやすく、地域の農業と共生できる
• 土地利用やインセンティブの面で、希少材の長期森林管理にもメリットが出る

トゥーナ、ニームの可能性は、希少材保全の課題を解決する

各地域に合わせた早生材の可能性を探ることで、
有用で希少な森林資源を、地域と共生して長期間育てて、使うことができる
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～～地地域域産産業業振振興興にに向向けけたたササチチャャイインンチチのの
利利用用促促進進とと高高タタンンパパクク食食品品開開発発～～

2022年2月
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

令和3年度 途上国森林ナレッジ活用促進

1

林野庁補助事業「途上国森林ナレッジ活用促進事業」公開セミナー

日本の「ちえ」で
途上国の森林減少を止め
SDGsに貢献するには

サチャインチとは
• ペルーのアマゾン地域原産の蔓性低木

• 良質な脂質とタンパク質を含む星形の莢に包
まれたナッツ（種実）

• ペルーにおける栽培面積は2,000 ha以上で、
生産者は4,000人以上

• 現地での利用：ナッツとして食す、多様な郷土
料理の食材として活用、食用油、スキンケア

サチャインチの果実

2

サチャインチ生産の様子

ペペルルーー

ペルーにおけるサチャインチ生産状況

3

ササチチャャイインンチチのの生生産産
最大の生産地はサンマルティン県

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴うロックダウンにより、生産者の外出が規制
サチャインチの管理が行えない場合も

家族単位では1ha前後を生産するケースの主、ご
くわずかに、契約農家単位で栽培

アグロフォレストリーの観点から栽培を推奨

ペルーの県・都市別サチャインチ生産量の推移（トン）

ササンンママルルテティィンン

他の植物を柵代わりに
サチャインチが生育

サチャインチの特徴

• サチャインチオイルは、抗酸化力の高いオメガ3脂肪酸で近年先進国でも
注目を浴び、輸出量が増加

• サチャインチの搾り粕は健康志向の食品・飲料の「植物性高タンパク原料」

• 大豆おから粉末と比較しても非常に栄養成分に優れた食品

4

健健康康食食品品全全般般

健康意識
• ダイエット
• 運動

機能性表
示食品の
売り上げ
好調

高高タタンンパパクク食食品品

手軽さ
アスリート
筋肉増強

女性も手に取れる
ライトユーズ

乳タンパク
大豆たんぱく

えんどう豆
魚
アーモンド
昆虫

多様化

栄栄養養成成分分 大大豆豆おおかからら粉粉末末ととのの比比較較

たんぱく質 大豆おからの2.3倍

オメガ3脂肪酸 大豆おからはオメガ6が中心

グリシン（アミノ酸） 大豆おからの5.2倍

ミネラル

（鉄分、亜鉛、マグネシウム）
大豆おからの1.2～3.8倍

サチャインチ搾り粕と大豆おから粉末の比較

5

課課題題
サチャインチオイルを搾る過程で生成されるサチャイン
チの搾り粕は十分に活用されていない

サチャインチオイルを搾って乾燥した搾り粕は、堅く、ざ
らつきがあり、食しにくい
加工技術や商品開発能力等のノウハウが不足している

アアププロローーチチ
大豆おからのように、サチャインチの搾り粕をササチチャャイインン
チチおおかかららとして有効活用
粉末加工技術でテクスチャー改善
サチャインチおからの活用方法を検討し高高付付加加価価値値化化

サチャインチおからを活用した
付加価値の高い商品試作を行い、

サチャインチおから製品の利用促進を図る

目目標標

調査概要と目標

6

捨てないで
恵みに
変える

調査概要と目標

課課題題
サチャインチオイルを搾る過程で生成されるサチャイン
チの搾り粕は十分に活用されていない

サチャインチオイルを搾って乾燥した搾り粕は、堅く、ざ
らつきがあり、食しにくい
加工技術や商品開発能力等のノウハウが不足している

アアププロローーチチ
大豆おからのように、サチャインチの搾り粕をササチチャャイインン
チチおおかかららとして有効活用
粉末加工技術でテクスチャー改善
サチャインチおからの活用方法を検討し高高付付加加価価値値化化

サチャインチおからを活用した
付加価値の高い商品試作を行い、

サチャインチおから製品の利用促進を図る

目目標標
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地域
産業
の振興

調査概要と目標

課課題題
サチャインチオイルを搾る過程で生成されるサチャイン
チの搾り粕は十分に活用されていない

サチャインチオイルを搾って乾燥した搾り粕は、堅く、ざ
らつきがあり、食しにくい
加工技術や商品開発能力等のノウハウが不足している

アアププロローーチチ
大豆おからのように、サチャインチの搾り粕をササチチャャイインン
チチおおかかららとして有効活用
粉末加工技術でテクスチャー改善

サチャインチパウダーの活用方法を検討し高高付付加加価価値値
化化

サチャインチおからを活用した
付加価値の高い商品試作を行い、

サチャインチおから製品の利用促進を図る

目目標標

地域住民
の生計
向上

8

地域住民
の生計
向上

地域
産業
の振興

捨てないで
恵みに
変える

調査概要と目標

課課題題
サチャインチオイルを搾る過程で生成されるサチャイン
チの搾り粕は十分に活用されていない

サチャインチオイルを搾って乾燥した搾り粕は、堅く、ざ
らつきがあり、食しにくい
加工技術や商品開発能力等のノウハウが不足している

アアププロローーチチ
大豆おからのように、サチャインチの搾り粕をササチチャャイインン
チチおおかかららとして有効活用
粉末加工技術でテクスチャー改善
サチャインチおからの活用方法を検討し高高付付加加価価値値化化

サチャインチおからを活用した
付加価値の高い商品試作を行い、

サチャインチおから製品の利用促進を図る

目目標標

サチャインチの搾り粕は
活用されていない

搾って乾燥した搾り粕は
堅くざらつきがある

大豆おからを有効活用する
という日本の知恵

粉末化して利用
しやすい形にする

アプローチ

• 副産物として植物性タンパク質
食品である大豆おからと類似
→ササチチャャイインンチチおおかかららととししてて利利用用

• 大豆おからは食物繊維が多く、
食感や風味が特徴的
日本ではこれらの欠点を克服

するための調理法や加工技術が
培われてきた

9

サチャインチオイル抽出後の
おから状原料

付加価値の高い
商品試作により
高付加価値化

パウダー化した
サチャインチおから

ペルーにおけるサチャインチパウダーの
販売の状況

10

ササチチャャイインンチチ製製品品のの高高付付加加価価値値化化

インバウンド需要を満たせる観光地クスコでの販売への期待
サチャインチおから製品＋その他ペルー特有のスーパーフード/ハーブ等
さらなる付加価値の高いサチャインチ関連製品の製造・加工の拠点となる可能性

ササチチャャイインンチチ製製品品販販売売
サチャインチの主要消費地リマで市場調査を実施

サチャインチオイルはほとんどの店で取り扱われている

サチャインチおからパウダーは健康食品を専門とする
店のみで取り扱い

販売場所 詳細 サチャインチ
オイル

サチャインチ
おから
パウダー

サチャインチ
の種

サチャインチ
含有

プロテイン
パウダー

スーパー 庶民向け
富裕層向け

〇
〇

－
－

－
－

－
〇

市場内 ハーブ専門店
粉末販売店

〇
－

－
－

－
〇

－
－

健康食品専門店街 健康食品専門店街の店舗 〇 〇 － 〇

健康食品専門店に並ぶサチャインチオイル

サチャインチパウダーの活用例

11

目的：
サチャインチパウダーを活用し、
付加価値の高い食品試作を行い、
サチャインチおから食品の利用促進を狙う

ピカロネス
（ペルーの野菜ドーナツ）

①①ままぜぜてて簡簡単単、、手手軽軽ににササチチャャイインンチチをを摂摂るる
粉末化することで扱いが楽に！手軽にタンパク質を摂取◎

②②日日本本のの伝伝統統文文化化をを参参考考にに和和食食にに取取りり入入れれるる
水で柔らかくした生米を臼でつき粉状にして団子のように
した食べ物である「しとぎ」や、発酵食品とのコラボなど
応用の幅が広い！

③③ペペルルーー料料理理ででももササチチャャイインンチチをを活活用用
美食の国＋他国の文化を取り入れることに寛容。
ペルー料理への応用をきっかけにペルーでの
利用の幅も広がることを期待

酒粕とのコラボ

和和食食
日本の伝統的食文化
食事の持ち味を引き出し・引き
立たせるなど様々な工夫がある
ブランディング力を利用
高付加価値化が期待できる

サチャインチパウダーの利用例紹介

12

◆こねる
粉の分量の10％程度をサチャインチおからの
粉末に置き換え

◆まぜる：【酒粕ディップ】
サチャインチおからの粉末と酒粕をまぜて、
マスタードやハーブでアクセント
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サチャインチパウダーの利用例紹介

13

◆和食：【野菜のすり流し】
すったカブにサチャインチを加え、精進料理にタンパク質をプラス

◆ペルー
上：【パパ・ア・ㇻ・ワンカイーナ】
ワンカイーナソースのとろみをサチャインチ
おからでつける

右：【ピカロネス】
ドーナツの粉の10％程度をサチャインチ
おからに置き換え

サチャインチパウダーの利用例紹介

14

◆ふりかける
【サラダ】
サチャインチおからのパウダーとお好みのオイル

【おはぎ】
おはぎにサチャインチおからのパウダーをかける（お好みでごまも）

15

非伝統的焼畑農業

違法伐採

都市圏拡大

低い森林管理能力

森林面積減少

山岳地帯・
アマゾン地域で雇用
少ない

違法伐採
砂金抽出・生成
麻薬栽培 土壌・河川汚染

森林減少・劣化

経済成長

ペルーでの森林保全と生計向上の課題 サチャインチに期待されること

2. 播種から収穫までの
期間が短い

16

播種から2年で
400粒以上の収穫が
年に5、6回可能

生産者の安定的な
収穫・販売

生計向上が期待

3. 長期保存が可能

長期保存が可能、かつ、
収益性が高い

小規模生産者の
現金収入源として期待

山岳地帯や農村部では
輸送インフラが十分に

整っていない

1. アグロフォレストリー
のスターター植物と
しての利用

植林やほかの
作物との混植

二次林の皆伐による牧草
地化の抑制が期待

森林保全と生計向上に向けた取り組み

17

加工 商品開発・流通 森林・生計向上

課題
サチャインチの搾り
粕は十分に活用され
ない

サチャインチの搾り
粕を利用した商品
開発がなされて
いない

雇用が少なく、生計を
立てるために違法伐採
→森林減少

対応

搾り粕の利用

加工技術の導入
（パウダー化）

和食をヒントに
付加価値の高い
商品試作

違法伐採→加工活動

に代替え、アグロフォ
レストリー、森林管理

期待される
効果

サチャインチおから
として、搾り粕の利
用の幅が広がる

認知度が高まり、
付加価値の高い

サチャインチおから
の流通量が増加

森林と共存し里山的な
役割としてのサチャイ
ンチ栽培、持続的な森
林経営に貢献

森林の減少や劣化を防ぐ
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