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悪名高いバナナ産業 

• 1980年代から日本でも問題が指摘される 
• 『バナナと日本人―フィリピン農園と食卓のあいだ』鶴見良行（岩波新書

/1982） 

• 1990年代、2000年代も同様に 
• 児童労働（フィリピンにてドールなど） 

• 禁止農薬の利用（フィリピン、コスタリカにてドールなど） 

• テロ組織への資金供与（コロンビアにて主にチキータなど） 

 

• ファストファッション（GAP、ナイキなど）と同様に何十年も生産地での
問題が指摘されてきた産業の一つ 



アジア太平洋資料センターとバナナ調査 

• 1970年代の鶴見良行らの調査 

• 1980年にスライド教材『人を喰うバナナ』発行 

→バナナの倫理的貿易を目指す国民運動へ 

 

• 2017年に再度バナナ産地の調査を開始 

• ミンダナオ島ダバオ周辺、南コタバト州、コンポステラ・バレー州などの農 

 園を訪問し調査を実施 

• フィリピンから人権弁護士、環境活動家、労働組合代表らを招聘 

• その中でスミフル社の現地での問題点をいくつも発見する 
• 農薬利用の問題、土地取得に関する問題、契約農家との問題、労働者との問題 



日本市場に関わるバナナの三大ブランド 

    ドール   スミフル   ユニフルーティ 

          （チキータ） 

 

• 三社で日本に入るバナナのほとんどを占める（約75％） 

• つい最近までドール、スミフルが均衡、ユニフルーティはやや少ないという
状況だったが現在では三社が均衡 

• 2020年4月だけで三社で約5万トン（約7500万袋）を輸入 



バナナの生産に関わるプロセス 

• 栽培から収穫まで → 農園  Growing to Harvesting happens in the plantations 
• 生産者／収穫者 Grower/Harvester  

• 契約農家 Contract Farmer 
• 雇われ作業者 Employed worker 

• 運搬者 Transporter  

• 収穫されたバナナの選定・梱包（出荷作業） → 出荷・梱包作業所 
Harvested  bananas are selected prepared and packed at Packing Plants 
• 梱包者 Packer 

• 切断 Cutting  
• 洗浄 Washing  
• 計量 Weighing  
• 梱包 Packing  
• 最終確認 Checking  

• 荷積み → ダバオ市の港 → 日本・中国・韓国・中東・ニュージランドなどへ 
Shipped from the port in Davao of to Japan, China, Korea, Middle East and New Zealand 
etc. 



スミフル社ウェブサイトより 



 



 



契約農家の契約書を見てみると 

• 25年契約、自動更新 

• 契約を解除する権利は会社側にしかない 

• バナナの買い取り価格は25年間据え置き、変更権限は会社側にしかない 

• バナナ生産に必要なものはすべて会社から言い値で買わなければならな
い（肥料、農薬、苗、備品など） 

• バナナの生産品質に問題があれば、会社は農地を接収し、管理権限を奪
うことができる 

• 管理権限を奪ったうえで、それでも生産にかかった経費は農家にすべて
請求される 

• 代理人との交渉を認めない＝弁護士を認めない 



バナナの買い取り価格は？ 

• ある契約農家は月に約16000kg
を生産 

•売り上げは178,504ペソ≒1kgあ
たり11ペソ 
（約23円） 

• しかし、経費を控除した最終入金
額は43,862ペソ≒1kgあたり2.7ペ
ソ（約5.7円） 

•バナナ1袋は600-800gなので1袋
あたり4円程度 



 

スミフル社ウェブサイトより 



図面提供：FoE Japan・ワセダ
クロニクル現地調査より 



スミフル社ウェブサイトより 



作業所の労働者が訴える問題 

•一日12時間から15時間拘束される 
朝6時までに出勤、帰りは午後7時や8時など 

•ほとんど立ち仕事 

•刃物を扱う現場も多いが、防具はちゃんと支給されない 

•薬品を扱う現場も多いが、防具はちゃんと支給されない 

•給与は最低賃金しか支払われない 

•産休・有休などの休暇が取れない 

•雇用契約書が渡されない⇒雇用条件が示されないことも多い 

 



使われている薬品の例 

• フルアジナム水和剤 
通称「オメガ」 
• 「本剤は皮膚感作性
を有するため、皮膚
かぶれ等を生じるこ
とがある」 

• 「高温、多湿時の長
期間の散布および作
業はさけてください」 

• 「散布後の入園はで
きる限り期間をおい
てください。特に摘果、
袋かけのような作業
を行う果樹では少な
くとも７～ 10 日間の
期間をあけてくださ
い」 



最大の問題は「偽装請負」（疑惑） 

• 労働者の一部は12年以上も非正規派遣労働者 

• 文句を言えば「クビにする」と脅される 
• 他のあらゆる問題解決のための直訴ができない労働環境 

• フィリピン労働法でも違法行為 

• 企業の言い分は「派遣労働」→「請負労働」 

• 労働者らは2008年に当局へ提訴 

→労基署、控訴審に続き、2017年6月の最高裁判決までも労使関係を認める 

• 正規雇用への転換が指示される 

• 2018年5月末にはスミフルが偽装請負のひどい最悪企業20社として政府から名
指しで非難される 

• それでも労働者は正規雇用されない 

 



随所にみられる「偽装請負」らしき足跡 

•例えば、ある土地所有者のリース契約書には明確に「スミフル」の社
員として採用されることが書かれている。 

• しかし、農園での作業者も梱包作業所での労働者もスミフル社員と
してほとんど認められない。 

書面提供：FoE Japan・ワセダ
クロニクル現地調査より 



随所にみられる「偽装請負」らしき足跡 

•仲介業者との雇用契約書を見ると「スミフルとの契約内容を満たす
ために」あるいは「スミフルとの契約期間に限る」雇用として仲介業
者に雇われることが明文化されている。 



2018年10月、 
労働者はストライキを決行 

現地報道（Davao Today）より 



しかし、10日後に… 

 

現地報道（Davao Today）より 



 

現地報道（Davao Today）より 



 

現地報道（Davao Today）より 



ピケも焼き討ちに 

 

現地報道（Davao Today）より 



組合代表宅は二度放火される 

 



 



 



 


