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                                  様式３ 

論  文  内  容  の  要  旨  

氏  名  （ 坂 田  有 弥  ）  

論文題名 
Peasants and the Transnational Companies after the Land Reform in Zimbabwe 

（ジンバブエ土地改革後の小農と多国籍企業） 

論文内容の要旨（英語） 

 

The objective of this study is to empirically show how the peasants’ economy faced against a backdrop 

of market forces in rural Zimbabwe. The research questions the study raises are whether peasants 

are even more marginalized by the global capital as the result of their exposure to the market force, 

and how they react or survive in the global economy of the 21st century. This study is to solve these 

questions by analyzing the economy of peasant agriculture through their contract farming arrangement for 

tobacco production, after the land reform of Zimbabwe. 

 

Zimbabwe’s land reform undertaken in the early 2000s, Fast Track Land Reform Programme (FTLRP), drastically 

reconfigured the agricultural structure in the country. While the country had remained with bi-modal agrarian 

structure, comprised by the small number of white capitalist farmers and subsistence black farmers, consolidated in 

the colonial era, the FTLRP reconfigured the agrarian structure into the tri-modal. The tri-modal agrarian structure 

is constitute of small-scale peasant farmers, middle to large scale farmers, and estates. Among the three components, 

the presence of peasants is the biggest both in the number of population, and the size of area they cover. Thus, the 

agriculture of Zimbabwe was peasantized through the FTLRP.  

 

The outcome of the FTLRP was clearly shown in the tobacco industry. While settler capitalist farmers 

had dominated the industry since the colonial era until the beginning of the 2000s, peasants are the 

ones who now lead the industry after the FTLRP. The re-evolution of the tobacco industry realized 

in the 21st  century was brought by the peasantization as a result of FTLRP, and by the introduction 

of the tobacco farming scheme in 2004. The industry was developed rapidly by peasants to triple the 

volume of tobacco production between 2004 and 2013, after the introduction of the scheme.  

 

The contract farming scheme which played a pivotal role for peasants to participate into the industry 

is signed directly between them and transnational companies (TNCs). The study revealed that the 

contract deals are sometimes unfavorable to farmers. The study showed that the input goods 

provided by the contracting companies cost much more than the ones faced by the independent 

farmers. The farmers also need to pay some other costs, such as insurance coverage for them to get 

contracted.    

 

However, peasants are still willing to be under the contract. Peasant utilizes the contract agreement 

as one of their financial solutions when the economic situation of the country is unstable. The study 

demonstrates that while peasants are oppressed by global capital through unfavourable contract deals, they also 

have agency as they create their own market within the neoliberal market. This study showed from its empirical 

data that peasants live in between formal and informal markets, not only to survive but also to achieve capital 

accumulation in the rural Africa.  
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 及 び 担 当 者  

氏  名  （   坂田  有弥  ）  

論文審査担当者 

 （職） 氏        名 

主 査 

副 査 

副 査 

教 授 

教 授 

教 授 

  中村  安秀 

  栗本  英世 

  峯   陽一（同志社大学） 

論文審査の結果の要旨 
  

本研究は、ジンバブエの土地改革（急速再入植計画）後の小農の経済を、東マショナランド州での

フィールドワークをもとに明らかにするものである。本研究の目的は、近年アフリカ農村にも市場経

済化が浸透するなかで、多国籍企業と接点を持ちながら小農はどのような農業を行っているのか、と

いう問いをめぐり、特にタバコ農業を営む小農の経済を、契約農業に焦点をあてて解明することであ

った。 

2000年以降に行われたジンバブエの土地改革は、ジンバブエの農業構造を「小農化

（peasantization）」した。本土地改革は、1980年のジンバブエ独立以前より、少数の白人農業資本

家と労働力のプールとなっていた多数のアフリカ人とで構成されるようになっていた農業の二重構造

を、エステート(estate)、中・大規模農家、そして小農から構成される農業の三重構造に組み替える

ものであった。この農業の三重構造（tri-modality）の結果、農地を得た小農である多数のアフリカ

人がジンバブエ農地の約50％を、中・大規模農家が農地の43％を、そしてエステートが残りの農地の8

％を占めるようになり、ジンバブエの農業構造では小農のプレゼンスが最も大きくなり、ジンバブエ

の農業は「小農化」された。 

2000年以降の農業の三重構造によって、ジンバブエのタバコ産業も大きな変容を遂げた。特に2004

年以降、ジンバブエのタバコ生産は加速度的に上昇し、タバコ生産量は2004年から2013年の間に３倍

に増えたという。21世紀のタバコ産業の再飛躍を可能にしたのが、三重化に伴う農業構造の小農化と

契約農業の導入であった。タバコ農業を行う小農を研究対象とした長期間にわたるフィールドワーク

の結果、多国籍企業によるタバコ契約は常に小農を優遇するものではないが、小農は企業との契約を

農業ローンとして利用していることがわかった。契約下でのタバコ生産は、契約外でのタバコ生産に

比べてコストが高く、小農はタバコ農業から安定した収入を得ることができていない。それでもなお、

小農はタバコ契約農業を続けることを選んでおり、多国籍企業から得られる農業ローンとしての機会

を利用しつつ、草の根レベルで独自のタバコ市場を形成し、正規市場と非正規市場を組み合わせて資

産を蓄積していることがわかった。 

本研究は、ジンバブエ土地改革後の契約農業の形態について、小農の側からミクロ研究を行ったも

のであり、小農が市場経済のもとで生きる戦略を描き出したものである。ジンバブエのタバコ契約農

業はアジア諸国の企業を取り込む形でジンバブエの農村部をグローバル化しており、同時に、小農は

能動的に多国籍企業を利用し、独自のタバコ市場を創出していた。丁寧なフィールドワークをもとに

グローバル化のなかでしたたかに生き抜くジンバブエの小農の姿を見事に描き分析考察した本論文

は、アフリカ地域研究において大きな意義を有している。 

 

 


