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世界の コ ー ヒ ー 市場の 動向

The　Trends　of　the　World　Coffee　Market

内　多　　　允

Makoto　UCHIDA

　 コ
ーヒ

ー
の 生産地 は 開発途上 国に集中して ， そ の 主要な輸出先を先進国に依存 して い る 典型的な

一
次産品 で ある．近年 は国際相場 の 低迷 に よ り，コ

ー
ヒ
ー

生産農 民 の 困窮 とコ
ー

ヒ
ー

を主要な輸出

品とする開発途 上 国の 外貨収入 減が深刻な問題とな っ て い る．本稿で は こ れ らの 問題 に 関係して い

る世界の コ
ー

ヒ
ー

貿易 と， 消費拡大 に 向けて の 取 り組み の 状況を取 り一ヒげる．

キ
ー

ワ
ー

ド ： 国際 コ
ー

ヒ
ー
協定，国際 コ

ー
ヒ
ー

機関 ， 価格 ， 開発途 上国，
コ
ー

ヒ ー貿易 ，

　　　　　　International　Coffee　Agreement，　The　lnternational　Coffee　Organization
，
　price，Developing

　　　　　　Country，　coffee 　trade

1　 「開発途上 国におけ る コ
ー

ヒ
ー

の 重要性」

　 コ
ー

ヒ
ー

は依然 と し て 途上 国経済 に とっ て 重要な
一

次産晶で あ る．総輸出額 に コ ーヒーが 占め る 比率は ，

所得水準が低 い 国 で 高 い 数値 を示 し て い る．囲際 コ
ー

ヒー機関 （lnternational　Coffee　Organization，以 下英語

略称 の ICO ） の 統計 の よれば （表 1 ）， コ
ー

ヒ ー輸 出

額比率の 上位 5 か国は ，ア フ リカ の低所得国に集中し

て い る。同表 で 取 り上げた22か国中，
16か 国が低所得

国で あ り低 中所得国は 5か 国 ， 高低所得国 は 1か 国 の

分布 と な っ て い る．近年 の コ ーヒ ー輸 出国 は 輸出量 を

増や し て い るに も拘 らず，価格低 ドに よっ て そ の 金額

は 低下 し て い る、正CO の デ ータ に よ れ ば 1995／96年度

か ら2003104年度 に お い て ，コ
ーヒ ー

輸 出価 格は約 2

分 の 1 に低下 した （表 2）（なお，本稿で 年度は コ
ーヒー

年度を指す）．

　 世界 の コ
ーヒー生産 国約70力国 の 内，ICO に加盟

し て い る コ
ー

ヒ ー輸 出国は45か 国で 世界総 生産量 の

9790以 上 を 占め て い る．10C の 統計 （表 2 ）に よ れ ば ，

2003／04年 度 の 輸 出量 8
，
770万 袋 は1995〆96年 度 の 7

，
020

万 袋 に対 し て 約 25％ 増加 し て い る．し か し ， 同期間

の 輸出単価 は 109セ ン トか ら55セ ン トにほ ぼ 2 分 の 1

に 低下 し た．そ の た め に 輸 出額もユOl億 ドル に 対 し て

63億 ドル へ 38％ 減少 した．

　 コ
ー

ヒ
ー

生産 は 農村に お ける 重要な雇用源 に もな っ

て い る．世界銀行によれば 50か 国以 上 の 開発途 上 国で

2ρ00万 世帯 か ら2，500万 世帯が コ ーヒ ー生産 と販売に

従事 して お り，そ の 大部分は小規模農家で ある ¢ ．例

えば主要な コ ーヒ ー生産 国で ある中米 5 か 国 の農村に

おける就労者 の 28％ が ，コ
ーヒー

生産に従事 して い る

（表 3）．コ ーヒ ー価格 の 低迷 が 開発途 上 国経済 に 与 え

て い る影響 に っ い て，ICO は 2005年 9 ∫］国連 に そ の 窮

状を訴 え る 文書を提出 した 2．こ れ は 同年 9 月 14H か

ら16日にか け て の 国連総会で の ミ レ ニ ア ム 開発 目標の

見直 し に合わせ て ，ICO とし て コ
ーヒー生 産国へ の 支

援を求め て い る．

　 こ の 文書で ICO は コ
ーヒー

価格 の 低 下が与 えた影

響に つ い て ， 次 の よ うに指摘し て い る．

　ICO が 作成 して い る コ
ーヒー

の 複 合指標価格 は1980

年 か ら1989年 に か け て 1 ポ ン ド当 た り127。92セ ン ト

（米国通貨表 示 ）を維持 し て い た．同期閙の コ
ーヒー

一37一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya Bunri University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　 Bunri 　 University

表 1　 コ
ーヒー輸出国 の 輸出比率

＜ 低所得国 ＞16か 国

「ア フ リカ」

　ブル ン ジ　68　 ル ワ ン ダ　56

　マ ダガ ス カ ル 　10　 ケ ニ ヤ 　 8

「中米 ・カ リブ」

　 ニ カ ラ グア 　23　 ハ イ チ 　 3

「ア ジア 」

　 ベ トナ ム 　 4

「大 洋 州 」

　 パ プ ァ ニ ュ
ーギ ニ ア　 8

＜ 低中所得国＞5か 国

「中米」

　ホ ン ジ ュ ラ ス 　21　　グア テ マ ラ

「南米」

　 コ ロ ン ビ ァ 12　 ブラ ジ ル 　 4

エ チオ ピア 　51　 ウガ ン ダ　37　　シエ ラレ オネ　25　 タ ン ザニ ア 　11

　コ
ー

トジボ ア
ー

ル 　 6　　 コ ン ゴ 民 主 共和国　 6　　 カ メ ル
ー

ン 　 4

ド ミニ カ 共 和 国 　 3

19　　エ ル サル バ ドル 　17

〈 高 中 所 得 国 ＞ 1か 国

「中米 」

　 コ ス タ リカ　 6

（注 1 ）国の 分 類基 準は 世 界銀 行 に よ る2004年 に お ける 1人 当た りの 年間国民 総 所 得額 （GNI） の デ
ー

タ に よ る．その 金額 は低 所 得 国

　　　825ドル 以下，低 中所得 国826ドル 以上 か ら3，255ドル 以 下，高中所得国3，256 ドル 以 ヒか ら10，065ドル 以
．
ド．

（注 2 ）国名の 後 の 数 字 は 1997年か ら2003年に か けて の 年 間 平 均 輸 出 総 額 に 占め る コ
ー

ヒ
ー

輸 出 額 の 比 率 （単 位 は パ ー
セ ン ト）

（出所 ）国際 コ ーヒー機関 （ICO）統 計 （World　coffee 　exports −basic　figures　〉よ り作成．

表 2　 コ
ー

ヒ
ーの輸出 ・輸出単価の 推移

コ ーヒ ー
年度 輸 1出額 輸出 量 輸出1申．価

1995／96 10．1 70．2 1G9

1996／97 12．4 74．5 ユ26

1997／98 12．0 79．0 115

1998／99 9，7 83．8 88

1999／00 8．7 89．2 74

2000／01 5．8 90．0 49

200VO2 4，9 86．1 43

2002／03 5．5 87．5 48

2003／04 6．3 87，7 55

表 3　 中米各国 の コ
ーヒー生産就労者比率 （単位　％）

（注） 数字は 農 村 部に お ける 就労 者 に 占め る コ
ー

ヒ
ー

生 産 労 働 者

　 　の 割合．

（出所 ）注 記 （1 ） の 文献 p．11 なお，同デ
ー

タは ECLAC （国連

　 　 　 ラテ ン ア メ リカ・カ リブ 経済委 員会）に よ る 2002年 の デ
ー

　 　 　 タよ り引用 して い る．

（注 ） コ
ーヒ ー

年 度 は 10月 一9 月 の 期 聞．輸 出 額 の 単 位 は 10億 ド

　　ル ．輸 出 量 の 単 位 は 100万 袋 （1 袋 60キ ロ グ ラ ム ）．輸 出 単

　 　価は 1ポ ン ド当 た り の 10C 作成 の 複 合指標 価格 （金 額 単 位

　 　は セ ン ト表示 の FOB 価格 ），

（出所＞10C （国際 コ
ー

ヒ
ー
機 関）
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世 界の コ ーヒ ー市 場の 動 晦

生産 国の 輸 出収入 は 年平均 102億 ドル に 上 っ た． と

こ ろが2000年 か ら2004年 の 5年 間で 複合 指標 価格 は

54．33セ ン トに低下 し て，輸 出総額は 62億 ドル に低下

し た．コ ー ヒ
ー

輸出額減少 は コ
ー

ヒ
ー

栽培農家 の 現

金収入 を低下 させ て い る．世界全体 で コ
ーヒー生 産に

依存 して い る人 口 は約 1億2，5000万 人 と推定されて い

る．エ ル サ ル バ ドル で は生活 が困窮 し て い る 1 万戸 の

コ ーヒー農家に，緊急食料配給を世界食糧計画 に仰ぐ

事態も発生 し た．コ
ーヒー生 産をあき らめ た農民が職

を求め て都市に流入 し た り， ある い は国外 に移動す る

不法移民 が 増えて い る．農村で は コ
ーヒー

に代わ る換

金作物 と して ， 麻薬の 原料作 物を栽培す るよ うに なる

ケ
ー

ス も報告 され て い る．ア フ リカやア ジア ，中南米

の コ ーヒ輸出依存度の 高 い 国 の なか に は ，コ
ー

ヒ
ー

輸

出収入 の 減少が海外か らの 援 助資金が帳消 しにな る以

上 の 打撃を与 えて い る．ICO は 国連 に 提 出 した文書で

以上 の よ うな窮状を訴 える と共 に，問題解決 に 向か っ

て の 協力を求め て い る．こ れ に加 えて そ の 解決策 と

し て コ ーヒ
ー

か ら他の 作物 へ の 転換が提案 され て い る

が，現 状は こ の 転換方法が 無 い こ とも強調 し て い る．

持続的な発展 に は 今後も重要産業で ある コ ーヒ ー産業

が抱 え て い る問題解 決を 目指す こ とが現実的 で あ ると

主張 し て い る．そ の 問題 と し て コ ーヒー需給不 均衡 を

是正す る こ とが最重 要課題 で ある として い る．

　世界 の コ ーヒー市場の 管理 に つ い て は ， 国際 コ
ー

ヒー
協定 とそ の 運営 ・管理組織 で ある ICO が重要な役

割を果 た して きた．同協定 は第 2 次世界大戦後の コ
ー

ヒー市場の 混乱を解決するた め に締結 された．世界の

コ
ーヒー

需要は 1950年頃か ら回復基調 を取 り戻 し て ，

価格が上昇するよ うに な っ た．こ の よ うな状況を反映

し て，世界各地の コ
ーヒー産地で の植え付け規模が拡

大 し た．ユ957年以降は コ
ー

ヒ ー豆 は供給過剰に 陥 り，

価格が低下 した．こ の 事態を打開するた め に コ
ーヒー

生産 国 は輸出協定を実施 した が ， 世 界 全体 の コ ーヒ ー

需要量 を上回 る供給過剰 を解 決す る見通 しは立 て られ

なか っ た．そ こ で， コ ーヒ
ー
輸入 国も輸出国と 並 ん で

世界 の 需給 を調整す るメカ ニ ズ ム の 必要性が提唱 され

る よ うに な り， 1962年に 国際 コ
ーヒー協定が成立 した．

そし て ， 同協定 の 運営 ・管理組織 と し て ICO が発足 し

た．そ の 後同協定は 1968年に 改訂 された．1973年に は

同協定 で 定 める輸出割当制度 の 運用 に つ い て 対立 が 生

まれ，同協定か ら輸出割当制度が 削除 された．1976年

国際 コ
ーヒー

協定 に 基 づ い て ，1980年 に 相場 が 高 くな

れば輸出割当制度の 適用 を停止 して ， 下がれば再適用

する方式を導入 し た．こ れ は コ ーヒ
ー

豆 1ポ ン ド（454

グ ラ ム ）当た りL2 ドル か ら1．4 ドル の 間 の 「コ ル セ ッ

ト」 と称する安定価格帯を設定 して ，
コ ーヒー豆の 価

格を比較的 高値で 安 定させる効果を狙 っ て い た   ．そ

して ，実際の 取 引相場 が 安定価格帯 の 上 限を突破する

と， 生産国は割当量を超過 して 輸出する事が認め られ

る よ うに な っ た．1989年 に は加盟 国間 の 対立が生 じて，

輸出割当制度は 停止 状態に 陥 っ た ．輸出割当制度は

1994年国際コ
ーヒー協定 で は 削除された．現在の ICO

は安定価格帯や輸出割当量 に よる コ
ー

ヒ
ー

豆 の 供給を

調整する機能を失 っ て い る．

2　 「価格低下 を促 した 生 産拡大」

　 1990年 代後半 の コ
ー

ヒ
ー

豆 輸出価格 の 上 昇 （表 2 ）

が，生産価格 の 拡大 を促す要 因 とな っ た．コ
ーヒー

豆

産地 は赤道 を中心 に南緯 25度 と北緯25度 の 間に 位置す

る コ ーヒーベ ル ト （ある い は コ
ーヒー

ゾ
ー

ン ） と呼ば

れる地域に帯状に集中し て い る．2000年代に入 っ て加

速化 され た コ
ー

ヒ
ー

豆相場 の 低落を促 した生産量拡大

に は ，主要な生産国で あ るブラジル とベ トナ ム ，コ ロ

ン ビア の 生産拡大が特に 影響し た，そ の 中で も， 第 2

次世 界大戦後に大規模な コ
ーヒー

豆 生 産国 に 進 出 した

ベ トナ ム が ， 供給力 を 拡大 した 影響が 大 き い と指摘さ

れ て い る、世界 の コ
ーヒー

豆生産量上 位 3か 国はブラ、

ジル とベ トナ ム
，

コ ロ ン ビア で あ る．ベ トナ ム が コ ロ

ン ビ ア を追い 抜 い て 世界第 3 位か ら第 2 位 の 地位 を占

め るよ うに な っ た の は ユ999／2000コ
ー

ヒ
ー

年度で あ る

（表 4 ＞．翌年度 以降 は02／03年度 を除 い て ，
ベ トナ ム

が ブラジル に 次 い で 世界第 2 位の コ
ーヒー豆 生産国 の

地 位 を維 持 して い る．04／05年度に お ける こ れ ら 3 大

コ
ーヒ ー豆生産国の 生産量 （6，806万 7，000袋）は 世界

合計 （1 億 1，979万 4，000袋） の 約57％ を 占め た．そ の

中 で ベ トナ ム の 生産量 （1，416万 7，000ue）は世界合計 の

12％ を 占め て い る．ベ トナ ム は 同 シ ェ ア を 97！98年度

の 7 ％ か ら99／00年度 10％ ， 01／02年度 12％ と高 め て き

た．

　ベ トナ ム が 輸 出を拡大する背景には，国内消費が ま

だ少な い こ とも影響 して い る．世界の 主要な コ ーヒ
ー

輸出 国 の 国 内消費率 は平均 26．07％ で あ る．コ
ーヒ ー

豆 の 三 大生産国を比較する とブ ラジル は 39．44％，コ ロ

ン ビ ア 11．309eに 対 し て ，ベ トナ ム は4，00％ で あ る   ．

　世界の コ ーヒー豆輸出国の 殆 どが ICO に加盟 し て

い る．ICO に加 盟 し て い る 同輸 出 国 は 45か 国に 上 る．

し か し，近 年 の コ
ー

ヒ
ー

豆 の 値崩 れ に は ICO 非 加盟
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表 4　 世界 の コ
ーヒー豆 生産量

年度 97／98 98／99 99！00 00／01 01／02 02103 03／04 04／05 05／06

ベ トナ ム 7，000 7，50011 ρ1015 ，33312 β3311 ，16715 ρ0014 ，
16712

，
／67

コ ロ ン ビア 12，04310 ，868 9，51210 ，50011 ，95011 ，71211 ，05311 ，50011 ，600

ブラ ジ ル 23，50035 ，60030 β0034 ，10035 ，10053 ，6DO32 ，00042 ，40036 ，500

世 界 合計 97，652108 ，453113 ，433118 ，170111 ，351126 ，648107 ，634119 ，794113 ρ91

（注 ） 生産量 の 単位は 1，000袋 （1袋 は60キ ロ グ ラ ム ）．年度 は コ
ー

ヒ
ー年度 で そ の開始 月 と年度末 の 月 は 国に よ っ て異 な る．

（出所 ）全 H 木 コ ーヒ ー協会 ホーム ペ ージ に 掲載 され た 米 国農 務省統 計 よ り抜 粋．

国 の 生 産拡大 も影響 し て い る．特に ア ジア の 非加盟国

で 生産拡 大が 目立 っ て い る （表 5 ）．そ の コ
ーヒー

豆

生産量は 1990／91年度 の 約12万 袋か ら， 2003／04年度に

は約65万 3，000袋へ 5．4倍 も増え て い る．非加 盟 国 の 主

要な生産国 は ア ジァ に 集中し て い る ．2003！04年度 の

非加盟国生産量合計 の 87％をア ジア が 占め た．そ の 主

な生産国 は ラオ ス とマ レ
ーシ ア で あ る．表 5 に よれば

1990／91年度に 対する 2003／04年度に おける 増加状況は

ラオ ス 6．1倍，マ レ
ーシ ア 5，4倍 とな っ て い る．2003！04

年度 に お け る ICO 非加 盟 国 の 生産量 合計 に 対 し て マ

レ
ーシ ア の 生産量 シ ェ ア は 28％．ラオ ス の それ は 23％

を 占め ， 両国を合わ せ た シ ェ ア は 51％ に 達 し て い る．

世 界 の コ
ーヒー

豆生産 国が参 加 して い る ICO が輸 出

割当機能 を停止 して い る事に 加 え て ， ICO 非加盟国の

生産が拡大 して い る こ とが供給 過剰 を招 き，価格 を引

き下 げ生産国の 収益を低下 させ て い る．コ ーヒー業界

の 情報に よれば，ア ジ ア諸国 の コ
ーヒー生 産 に 対 して

表 5　 1CO 非加盟国 の ⊇
一

ピ
ー

豆生産量

1990／91年度 2003104年度

ア フ リカ合計 18，782 12ρ00

モ ザ ン ビーク 16，666 10，000

ア ジア 合計 613
，
163 2ρ18

，
130

カ ン ボ ジ ア 2，666 5，000

東 チ モ ー
ル 133，333 233β33

ラオ ス 88β33 536
，
666

マ レ
ー

シァ 120，250 653β33

ミャ ン マ
ー 22966 43β33

イ エ
ー

メ ン 123，516 191，650

非加盟国生 産合計 875，900 2，323β27

（注） 単 位は 袋

（出所 ） （社〉 全 日本コ
ー
ヒ
ー
協会，『全協 海外情報 』No ．245，2005年 9

　 　 月 29 口　 掲 載の 統計 よ り抜 粋，

は今後 も生産拡大に積極的な こ と が うか が え る．特に

ア ジア 地域 で ，農業部門が経 済に 占める重要度が高 い

国で は外貨を獲得で き る輸出農産物へ の 関心が高 い こ

とも コ
ー

ヒ
ー

を増産 に 駆 り立 て る要因とな っ て い る．

　アジァ の コ ーヒー豆生産の 今後に つ い て は ， 専門家

は生産量 の 多い マ レ
ー

シ ア よ りも ラオ ス に 注 日 し て い

る ．マ レ
ーシ ア で は近年，生産が停滞気味で あり しか

もア ジ ア で は 比較的賃金水準が高い こ とや ，
コ ーヒ

ー

豆 生 産 よ りも有利 な土地 利用 の 機会に も恵まれ て い

る ．これ に 対 し て，ラ オ ス で は コ ーヒ ー栽培を 支 え る

家族 労働 力が豊 富 で あ り賃金水準 もアジ ア の 中 で も比

較的まだ低 い ．ラ オ ス の 生産 拡大状況 は 2000年に 入 っ

て か らベ トナ ム が ブラジル に 次 ぐ生産 国 に な っ て い く

状況を髣髴させ る と専門家 は 指摘 して い る．ベ トナ ム

の 増産 が コ
ーヒー

豆 の 国際相場低落 の 引き金 に な っ た

こ とがあるだ けに ， ラ オ ス の 生産動向は 今後も注 目さ

れるだ ろ う．まだ 生 産規模は小 さい が ， ミャ ン マ
ーで

も政府が 増産に意欲 的で あ り，2014／ユ5年度には生産

量を 100万袋 に 引き上げる こ とを 目指 し て い る．生産

規模が 小 さくて も， 国 内経 済にお い て 重要 な地 位を

占め て い る国が，東 チ モ ー
ル で ある．同国人 冂 の 約 4

分 の 1 が コ ーヒー栽培 で 支 えられ て い る と言われ ， 需

要な輸出産業で あ る．東チ モ
ー

ル の コ
ー

ヒ
ー
栽培は 19

世紀初期 にポ ル トガ ル 人入植者 によ っ て 広 め られた．

2002年 の 独立 ま で の 長期闇 の 混乱や政情不安 で ，
コ
ー

ヒー
農 園も荒廃 したが国際機 関や NGO 団体 の 支援 で ，

有機栽 培 コ
ー

ヒ
ー

の 栽培が増え て い る．今後 の 課 題

は 樹齢 50年以 上 の コ
ーヒー

樹 木 が 多 い の で ，植 え替 え

を進 め る こ とが指摘され て い る．統計 （表 5 ） に は計

王 され て い な い 国で も，コ
ーヒー生 産 に取 り組 ん で い

る．例えばネ パ ール で は IO年前ま で は殆ど生産実績は

なか っ た が ，2003〆04年度 に 2
，
333袋 の 生 産 が 報告 され

て い る．ICO 非加盟国 の 生産につ い て はア ジア以外の

地域 の 生産が拡大する こ とは な い だ ろ うと予 想 され て
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世 界 の コ
ー

ヒ
ー

市 場の 動 向

い る．一
方，ア ジ ア で の コ

ーヒー生産 の 見通 しはは っ

き りしない 面 もある反面 ， ラオス の よ うな生産力の あ

る国が 今後も増産 を達成す る とベ トナ ム の 増産が コ
ー

ヒー
の 国際相場を引き下 げるよ うな事態 は避 けられな

い と専門家は 予想 し て い る   ．

3　 「期待 され るア ジ ア の 消費拡大」

　 コ
ーヒ ー

豆 の 国際相場 は前年 に比 べ て ， 2005年に

回復傾向を取 り戻 し て きた．ICO は こ の ような傾向 に

よ っ て ， 再 び コ
ーヒ ー

豆 の 生産過 剰 と値 崩れ が起 き

る こ とを警戒 して い る．世界の コ ーヒ ー消費量の 構成

（コ
ー

ヒ
ー

豆） は ICO の 2004年統計 （出所 は 表 6 と同

じ）に よれば，コ
ーヒ ー豆輸 出国合計が 2，994万 9，000

袋に 対 し て
， 同輸入 国合計は 6，866 万7

，
000tNで ある．

輸入 国 の 主要な市場 は EU と米 国 ， 日本で あ る （表

6 ）．今後の コ ーヒー市場の 発展 を 目指 し て ， 消費拡

大 を見込 め る地域 として は ア ジア NIES（香港，台湾，

韓 国，シ ン ガポ
ー

ル ）と中国 が 注 目され て い る．アジ

ア NIES を含む ア ジア 地域 の コ
ー

ヒ
ー

消費 に 関す る報

告に よれば ， 従来は消費量が少な い ア ジ ァ で コ ーヒー

消費の 増加が期待で きる こ とを指摘 し て い る   ．こ の

報告 に よればア ジ ア NIES の コ
ーヒー

の 年間側人消費

量 は シ ン ガポ
ー

ル L9 キ ロ グラ ム
， 韓国 1．7Se ロ グラム ，

台湾1．3キ ロ グラ ム，香港0．8キ ロ グラ ム で ，まだ先進

国の 水準に 達 し て い な い （表 7）．先 進 国で 最 も少な

い 個 人消費量 は英国 の 2．41キ ロ グラ ム （出所は表 7 と

同 じ）で あ る．

　 ア ジ ア NIES で の 消費 は まだ こ の よ うに 少 な い が，

個人消費量 の 増加ぶ りが 注 目され て い る．韓国 の 消費

量 は業界統計に よれば年間 130万袋か ら150万袋増加 し

て お り，10年前 の 40％ 増で あ る．台湾で は コ
ーヒー

豆 を生産 し て い るが ， そ の 量は 内需 の 1 ％ 以 下 で ，

2003年 の ネ ッ ト輸 入量 は 45万 9，000袋で ，10年前 の 10

倍以上 に増加 した．シ ン ガポ
ー

ル の 内需量 は現在 ，
13

万5，000袋程 度 で ，韓 国や 台湾 よ りは消費の 伸び率は

低 い とは い え ， 上 昇傾向を示 し て い る．香港 もシ ン ガ

ポ
ー

ル 並み に消費が増加 して い る と見られて い る．中

国 の 個人 消費量 は 年間 1 グ ラ ム 以 下 と見 られ て い る

が，そ の 経済成長 と入 口規 模 か ら有望な コ ーヒー市場

に な りうる と期待 され て い る ．デ ータ モ ニ ター社 の 推

定 （出所 は注記 6 参照） に よる2004年か ら2009年 に か

け て の ア ジア に お ける国別 の 年間消 費量増加率 は中国

が 9．9％ で 最 高 の 率 とな っ て い る．ア ジ ア NIES で は

台湾4．7％ ， 香港 L6％ ， シ ン ガポ
ー

ル 3．2％ と推定 し て

い る．そ の 他 の ア ジ ア 諸 国 はイ ン ド2．4％ ， イ ン ドネ

シ ア 1．8％ ， タイ 3．0％ ， 日本0．8％，アジア地域全体 で 2．9％

の 推定値 を算 出して い る．

　 中国 の コ
ーヒー

市場 に つ い て は消費拡大 と並 んで 生

産国として の潜在的な可能性も注 日され て い る．中国

の コ ーヒ ー豆 生産量は 1997年3，573トン （6 万袋）か

ら2000年11，568ト ン （19万 3，000袋 ），200／年 13，000ト

ン （21万 7，000袋） と増加 し て い る．中国の コ ーヒー

産地 は雲南省 に集中し て い る   ．中国の コ
ー

ヒ
ー

市場

の 主 力商品 はイ ン ス タ ン トコ
ーヒーで ある．イ ン ス タ

ン トコ
ー

ヒ
ー

は コ
ー

ヒ
ー

と砂糖 ， 粉ミル ク を混合 して

い る の で，コ
ーヒー

の 消費拡大 へ の 貢献度 は低 い ．イ

ン ス タ ン トコ ーヒーが売れ る の は ，フ レ ッ シ ュ
・

コ
ー

ヒ
ー

の 価格 が 高 い こ とが 影響 し て い る．中国 で は大

都会を中心 に ，
コ
ーヒ ーチ ェ イ ン の 店舗が急増 し て い

る ．そ の 数 は 1999年 か ら2003年 の 期 間 に 814％ 増加 し

た．大都会で は中国国外か らの 帰国者や外 国人が，コ
ー

ヒー消費拡大に影響を与 え て い る．上海で は 台湾人 の

短 期滞在者 （最低 3 か月 の 滞在）が 23万人 に 上る と推

定 され て い る．そ の 滞在者は 年々増加 し て い る．また ，

海外生活 の 経験者もカ フ ェ の 利用者層 を支えて い る．

表 6 　 コ
ー

ヒ
ー

輸入国 の 消費量

2002年 2003年 2004年

EU 合計 38ユ83 38393 39346

米国 18870 20505 20783

日本 687塁 6770 7117

輸入国合計 65444 67194 68667

（注）単位は 千袋．コ
ー

ヒ
ー豆の 消費量．

（出 所 ）ICO ，　Coffee　Market 　Report ，October　2005，表 10よ り抜粋．

表 7 　先進国 の コ
ー

ヒ
ー個人消費量

2001年 2004年

フ ィ ン ラ ン ド 11．01 1L94

ノ ル ウエ
ー 9．46 9．27

ベ ル ギー・
ル クセ ン ブル グ 5．52 8．08

米国 4．09 4．26

EU 加盟 国 平均 5．01 5．17

日 本 3．27 3．35

（注〉単 位は 生 豆 キ ロ グ ラ ム ．

（出 所 ）工CO ，Coffee　Market 　Report，October，2005，p．7 ，　Tablell よ り

　 　 抜粋．
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欧米経験者 と香港 と台湾か らの ビジネ ス マ ン が ス タ
ー

バ ッ ク ス の よ うな コ
ー

ヒ ーチ ェ イ ン の 顧客層 の 309・

を占め て い る．中国に お ける コ ーヒー販売量は 2003年

か ら2008年に か け て 70％ 増加 して ，11，073 トン に 達す

る と予想され て い る．し か し ， 中国で は定着 して い る

茶か ら コ
ーヒ ー

に転換 させ る こ とは，容 易 で はな い ．

しか も， 平均的な 中国人 に と っ て コ ーヒーは まだ値段

が茶 に比 べ て高い こ とも普及を妨げ て い る   ．

4　 「先進国企業の 危機感 とコ
ー ヒー栽培農 民

　　 〜中米地域の実例〜
」

　 1990年代後半か らの コ ーヒー価格の低下 は ， 開発途

上 国 の コ
ー

ヒ
ー栽培農民 の 収 入 低下 を もた ら した．ま

た ，
コ ーヒー輸出を減少させ た．そ して ， 農民 が コ ー

ヒ ー生 産を放棄する動 きも表面 化す るよ うに な っ た．

こ の よ うな現象は コ ーヒ ーの継続的な供給シ ス テ ム を

破壊する こ とに もな りか ねな い こ とが ，懸念され るよ

うに な っ た．コ ーヒ ー輸入国の 関係企業もコ ーヒー価

格形成を市場メカ ニ ズ ム に委ね て 低下す る こ とに，積

極的 に 対応 し なけれ ば消費者が 期待する 品質と量 の 確

保が困難に なる こ とを懸念す るよ うに な っ て い る．ま

た ，コ ーヒ ー栽培農民 が 価格 低下 に よ っ て ，最 低 限

の 生活 も維持 で きな い現状に先進国の 市民運動グル
ー

プ か らの 批判の 声が コ
ーヒー

関係企業に 向けられ て い

る．こ の ような状況が 開発途上 国の コ ーヒー栽培農民

の 生活水準を配慮する対策を，実行 させ るよ うに な っ

て い る．こ の よ うな状況に つ い て ， 中米地域 の 実例を

取 り上 げる．

　 中米 5 か 国は い ずれ も コ ーヒ ー栽培が農業部門 と

輸出の 両 面にわ た っ て 重要な地 位を 占め て い る．コ
ー

ヒ ー豆 の 国際相場が下落 した こ とに よ っ て ， そ の 輸出

も著 しく減少 した （表 8）．2001／2002年度 には中米 5

か 国で 合わ せ て 44％ の コ ーヒー豆 輸出額が 減少 した ．

こ の 輪 出減少 の 背景 に は，コ
ー

ヒ
ー

豆生産 の 収益低 下

に伴 う，就労者 の 減少とい う事態が 発生 し て い た （表

9 ），減少 し た労働 者 の 中 に は就 労 の 目途が 立たな い

まま国内の 都市部に 流入する か ，ある い は陸路 で メキ

シ コ を経由して 米国へ の 密入 国者 （不法移民） の 道を

選び内外 に深刻な問題 を引き起 こ す要 因を形成 した．

巾米各 国の 農 村 に お ける コ
ー

ヒ ー部門就労者が 全就

労者に 占める構成比率は 中米 平均 が 28％ で そ の 内訳

は コ ス タ リカ 28％，エ ル サ ル バ ドル 17％ グ ア テ マ ラ

31％ ， ホ ン ジ ュ ラ ス 26％ ，
ニ カ ラグア 42％ とな っ て い

る   ．中米各 国 の コ
ー

ヒ
ー

産 業 が 輸出 の 減少 と農 民 が

陥 っ て い る窮状 につ い て は，中米 5か国 （表 8 の 各 国）

の 大統領は 連名で 2003年4月 10日付 の ブ ッ シ ュ 米国大

統領宛の書簡で ， 次の よ うに訴えて い る   ．

　同書簡 で は最近 5 年間 に 世界全体 の コ
ー

ヒ
ー

の 小売

額は 300億 ドル か ら650億 ドル に増加し た と推定され て

い る．こ の 内， コ
ーヒー

生産国が受 け取る金額は 40％

に相当する 120億 ドル か ら55憶 ドル に減少 した ．従 っ

て ， 生産 国 の 取 り分 は40％ か ら8．5％ に 低下 し た．ま

た，中米 で は 60万人 に上 る コ
ーヒー

部門 の 労働者 が 失

職し た．また ， こ の よ うな雇用情勢の 悪化に よ っ て 国

外へ の 移住 の 動 きも加速化 された。中米 5 か 国の 大統

領は こ の よ うな数字を踏まえて ， ブ ッ シ ュ 米 国大統領

に コ
ー

ヒ ー価格 の 回復 の た め に ICO に よる国際 的な

枠組み に協力する 重要な こ とも訴 えた ．これに関 し て ，

米国が ICO に 復帰 する こ とも要請 した．米国は1993年，

加盟国間の 対立 で 機能が 低下 し た ICO か ら脱 退 した．

しか し，重要 なコ
ーヒ ー

消費 国 で ある米国 が ICO に

復帰する こ とが ， 2000年代 に入 っ て 深刻 化 した コ ー

ヒ ー
危機を解決す るため に は必要 な こ とは，以前か ら

指摘さ れ て きた ．米国政府 は 2004年 10月 ， ICO へ の 復

帰を表明 した．

表 8 　中米各国の コ
ーヒー輸出額の 減少状況

A）2000！2001B ）20Qユ！2002B ／A 変 化 率

グア テ マ ラ 598 400 ▲ 33％

ホ ン ジ ュ ラ ス 345 167 ▲ 52％

エ ル サ ル バ ドノレ 276 108 ▲ 61％

ニ カ ラ グア 17  85 ▲ 50％

コ ス タ リカ 289 178 ▲ 38％

以 上 合計 1，678 938 ▲ 44％

（注）A と B は コ
ー

ヒ ー年度 に お け る コ
ーヒ

ー
輸 出 額 （単 位 は

　 　 100 万 ドル 〉

（出所 ＞Inter−American　Development　Bank，2002，−
　 　 Com 　 etitive 　Transition　 of 　the　Coffee　Sector　in　Central

America　Washington，D ．C．p．4

表 9 　中米の コ ーヒー部門就労者の 減少状況

A ）2000／2001B ）2001／2002

季 節労 働 者 1，700 1β50

常雇 い 労働者 350 1、60

（注 ）単 位 は 1，000人，コ
ー

ヒ
ー

年 度 にお ける 人 数

（出所）表 8 の 資料　p．3 よ り抜 粋
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世 界 の コ
ー

ヒ
ー市場 の 動 向

　米国政府 の ICO 復帰 に は 同国 の コ ーヒ ー業界 も歓

迎 して い る．全米 コ
ーヒー協会 （NCA ）は過去 2 年間

に わた る 政府 へ の 集 巾的な働 きか けの 成果 で ある と評

価 し て い る．世界最大 の コ
ーヒー市場 で ある米 国が ，

ICO に復帰 し た こ とに よ っ て コ ーヒー産業の 持続的な

発展を 目指す国際的 な枠組み の展望が開ける こ とが期

待 され て い る．

　中米を始め ， 開発途上 国の 農民が コ
ー

ヒ
ー

の 将来性

を見限 る傾向が強 くなる こ とに先進国 の コ
ーヒー

関連

企業 も危機感を もっ て い る．米 国で は 前記 の NCA が

コ ーヒーの 消費拡大 を 目指 して ，「コ
ーヒー

は健康 に

良い 」 とい うキ ャ ン ペ ー
ン を展開 し て い る   （11）．企

業も コ
ー

ヒ
ー

栽培農家 へ の 支援活動 を強化 して い る．

コ
ーヒ ー

の 消費市場を拡大す る た め に は ，価格 と並 ん

で 品質も重視され る．また ，
コ ーヒー栽培の 環境重 視

が 安全 な品質 を保障 する とい う観 点 か ら有機栽培や

shade −grown 　coffee へ の 需要増加も期待で きる ．また ，

農民 の 生活を保障す る価格に よる取引を保障する フ ェ

ア トレ
ー

ドに よる コ
ーヒー

取 引にも， ス タ
ーバ ッ ク ス

な どの 大手多国籍企 業 も参入 し て い る
vg／．

7

8

9

0111

／2

No ．246，2005年10月 11日

米 国 農 務 省 ， Foreign　Agriculture　Service（FAS），
‘
℃ offee　Update

”

，　September　16，2002

中国 の コ
ーヒ ー

消費市場 に つ い て は，次 の 文献

よ り 引 用 ：一 ，
“
Market

Trends−Coffee
”
，13　September　2004

The　World　Bank，2004，
“ Coffee　Markets 〜New

Paradigms 　in　Global　Supply　 arld 　Demand
”
，

Washington，D ．C．　p．11

同書簡は ICO が 2003年 5H15 口 ， 公表 し た．

NCA の ICO 復帰 運動や 消費キ ャ ン ペ ー
ン に つ い

て は ， （社）全 日本 コ ーヒ ー協会 ， 『全協海外情報』

No，224，2005年 1月 6 円付 けよ り引用．

コ
ーヒー

の フ ェ ア トレ
ー

ドを巡 る 米国企業 の 取 り

組み に つ い て は次の 拙稿参照．「米 国コ
ー

ヒ
ー

小

売業の フ ェ ア トレ
ー

ド」 『産業経済研究』創刊号，

日本産業経済学会 ， 2001年 3 月 ， pp．29−42

注記

1　 The 　World　Bank
，
2004

，

“Coffee　Markets − New

　　Paradigms 　in　Global　Supply　and 　Demand
”
，

　　Washington，D ．C．　P．xi

2 　（社 ）全 日本 コ
ーヒ ー協会 ， 『全 協海 外情報 』

　　No ．243 ，2005年 9 月 1 日

3　 1CO に よる価 格安 定帯に つ い て は ， 次 の 文献を

　　参照．オ ッ ク ス フ ァ ム ・イ ン タ
ー

ナ シ ョ ナ ル 著

　　（日本 フ ェ ア トレ
ー

ド委員会訳）『コ ーヒー危機』，

　　2003年 ，
22頁 （社）全 日本 コ

ーヒー
協会，「国際 コ

ー

　　ヒ ー
機関 ICO に つ い て 」 （一 ）

4　 国内消費率は 2004年 に お ける コ
ー

ヒ
ー

豆 生産 量

　　 に 対す る 国内向 け消費量 が 占 め る 比率．出所 は

　　 ICO，Coffee　Market　Report，October，2005，p、6　Table

　　 8 よ り抜粋．

5　ア ジァ の ICO 非加盟 国に おける コ
ー

ヒ
ー

豆生 産

　　動 向に つ い て は，表 5 の 出所 資料よ り引凧 なお，

　　 こ の 出所資料の 情報源 は世界 の コ ーヒ産業を調査

　　 し て い る リ ヒ ト社 の 報告 で ある．

6　ア ジア にお ける 消費動向に つ い て は 次 の 出所 資

　　料 よ り引用 ： （社） 全 日本 コ
ーヒー

協 会，「ア ジ

　　ア 新興 工 業国 の コ ーヒー消費」， 『全協海外情報』
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