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1．調査団員・氏名 
 
 
 



ミャンマー国中央乾燥地植林計画基本設計調査  
調査団員氏名  

 
官団員 
第１次現地調査 
（１） 総括・計画管理  睦好 絵美子 
    国際協力事業団無償資金協力部業務第一課副参事 
（２） 技術参与  飯島 康夫 
    林野庁森林整備部治山課森林土木専門官 
 
第２次現地調査 
（１） 総括   山田 好一 
    国際協力事業団無償資金協力部業務第三課課長 
（２） 技術参与   酒井 彰 
    林野庁国有林林野部経営企画課 
（３） 計画管理   大竹 茂 
    国際協力事業団無償資金協力部業務第一課 
 
第３次現地調査 
（１） 総括   大竹 茂 
    国際協力事業団無償資金協力部業務第一課 
（２） 技術参与   北村 昌三 
    林野庁森林整備部研究普及課技術開発推進室課長補佐 
 
コンサルタント団員 
（１） 業務主任／運営維持管理計画  中村 謹也 
     国際航業株式会社 
（２） 造林計画    下総 忠義 
     国際航業株式会社 
（３） 土地利用調査／GIS   柴田 健一 
     国際航業株式会社 
（４） 社会調査／住民参加計画  吉田 裕紀子 
     国際航業株式会社 
（５） 施設・機材計画／施工調達計画 山崎 秀人 
 ／積算    国際航業株式会社 
（６） 水源調査    松本 俊幸 
      国際航業株式会社 
（７） 業務調整    浅利 祐美子 
      国際航業株式会社    



 
 
 
 
 

2．調査行程 



調査日程 1 
 

現地調査 I 
2001年5月14日（月）～7月 2日（月）柴田 

2001年5月22日（火）～6月 2日（木）官団員（睦好、飯島） 

2001年5月22日（火）～7月20日（金）中村、下総、浅利 

2001年6月 1日（金）～7月20日（金）吉田 

2001年6月21日（木）～7月20日（金）松本 

 

 
行動計画 

コンサルタント 
日数 日付 

曜

日 
移動・

宿泊 
官団員 

睦好/飯島 
A 

中村/下総/浅利 

B 
柴田 

C 
吉田 

D 
松本 

1 5/14 月 ﾔﾝｺﾞﾝ   東京→ﾔﾝｺﾞﾝ   
2 5/15 火 ﾔﾝｺﾞﾝ   再委託社   
3 5/16 水 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
4 5/17 木 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
5 5/18 金 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
6 5/19 土 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
7 5/20 日 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
8 5/21 月 ﾔﾝｺﾞﾝ   〃   
9 5/22 火 ﾔﾝｺﾞﾝ 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ 〃   

10 5/23 水 ﾔﾝｺﾞﾝ JICA、日本大使館、対外経

済関係局長(FERD)、林業省

森林局 

〃   

11 5/24 木 ﾊﾞｶﾞﾝ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ(6T-401) 
DZGD 
ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾆｬﾝｳｰ（車） 

〃   

12 5/25 金 ﾊﾞｶﾞﾝ DZGD、ﾐﾃｨﾝﾃﾞｭｲﾝ、読売ｻ

ｲﾄ 
〃   

13 5/26 土 ﾊﾞｶﾞﾝ 現場視察：ｵｲｽｶ 〃   
14 5/27 日 ﾔﾝｺﾞﾝ ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ(6T-401)   
15 5/28 月 ﾔﾝｺﾞﾝ 団内打ち合わせ会議   
16 5/29 火 ﾔﾝｺﾞﾝ 森林局、DZGD 協議   
17 5/30 水 ﾔﾝｺﾞﾝ 森林局、DZGD 協議   
18 5/31 木 ﾔﾝｺﾞﾝ 10:00 M/M 署名 

11:00 JICA 
14:30 日本大使館 

  

19 6/1 金 ﾔﾝｺﾞﾝ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞ

ﾝｺｸ→ 
森林局、資料収集 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ  

20 6/2 土 ﾔﾝｺﾞﾝ →東京 団内打合せ / ECODEF と面談  

 



 
行動計画 

コンサルタント 
日

数 
日付 

曜

日 
移動・

宿泊 
下総・柴田 中村・吉田・浅利 松本 

21 6/3 日 ﾔﾝｺﾞﾝ 団 内 打 合 せ  
22 6/4 月 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ

/ﾔﾝｺﾞﾝ 
06:30 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

（飛行機） 
再委託社（ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ、PRA）  

23 6/5 火 ｲｴｽﾞｨﾝ

/ﾔﾝｺﾞﾝ 
ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→FRI（車 4～5hr） 
FRI 視察 

〃  

24 6/6 水 ｲｴｽﾞｨﾝ

/ﾔﾝｺﾞﾝ 
FRI、種子ｾﾝﾀｰ 〃  

25 6/7 木 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ

/ﾔﾝｺﾞﾝ 
FRI→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ（車） 06:30 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

（飛行機） 
 

26 6/8 金 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 09:00 DZGD にてﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  
27 6/9 土 ﾆｬﾝｳｰ 午前 DZGD にてﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

午後 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾆｬﾝｳｰ（車） 
 

28 6/10 日 ﾆｬﾝｳｰ 団 内 会 議  
29 6/11 月 ﾆｬﾝｳｰ ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査  
30 6/12 火 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃  
31 6/13 水 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃  
32 6/14 木 ﾆｬﾝｳｰ  〃  
33 6/15 金 ﾆｬﾝｳｰ  〃  
34 6/16 土 ﾆｬﾝｳｰ  〃  

吉田 中村/浅利 35 6/17 日 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

 
ｻｲﾄ調査 ﾆｬﾝｳｰ→ﾏﾝ

ﾀﾞﾚｰ（車） 
 

 

吉田 中村/浅利 36 6/18 月 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

ｻｲﾄ調査 
ｻｲﾄ調査 

 
DZGD、灌

漑局 

 

37 6/19 火 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

〃 〃 DZGD、灌

漑局 
 

38 6/20 水 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾔﾝｺﾞﾝ 

〃 〃 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾔﾝ

ｺﾞﾝ（飛行

機） 

 

39 6/21 木 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾔﾝｺﾞﾝ 

〃 〃 灌漑局/水道

局 
東京→ﾔﾝ

ｺﾞﾝ 
40 6/22 金 ﾆｬﾝｳｰ /

ﾔﾝｺﾞﾝ 
〃 〃 資料収集 

41 6/23 土 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾆｬﾝｳｰ（飛行機） 
42 6/24 日 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 
43 6/25 月 ﾆｬﾝｳｰ 団 内 会 議 
44 6/26 火 ﾆｬﾝｳｰ ｻ ｲ ﾄ 調 査 
45 6/27 水 ﾆｬﾝｳｰ / 柴田 下総 ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査 



行動計画 
コンサルタント 

日

数 
日付 

曜

日 
移動・

宿泊 
下総・柴田 中村・吉田・浅利 松本 

   ﾔﾝｺﾞﾝ ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝ

ｺﾞﾝ 
ｻｲﾄ調査 

46 6/28 木 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾔﾝｺﾞﾝ 

再委託社 〃 〃 〃 

47 6/29 金 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾔﾝｺﾞﾝ 

〃 〃 〃 〃 

48 6/30 土 ﾆｬﾝｳｰ /
ﾔﾝｺﾞﾝ 

〃 〃 〃 〃 

49 7/1 日 ﾆｬﾝｳｰ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞ

ﾝｺｸ 
団内会議 

50 7/2 月 ﾆｬﾝｳｰ ﾊﾞﾝｺｸ→東

京 
ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査 

51 7/3 火 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
52 7/4 水 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
53 7/5 木 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
54 7/6 金 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
55 7/7 土 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
56 7/8 日 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
57 7/9 月 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
58 7/10 火 ﾆｬﾝｳｰ  〃 〃 〃 
59 7/11 水 ﾆｬﾝｳｰ  団 内 会 議 
60 7/12 木 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ  ﾆｬﾝｳｰ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ（車） 
61 7/13 金 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ  D Z G D と 協 議 
62 7/14 土 ﾔﾝｺﾞﾝ ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ（飛行機） 
63 7/15 日 ﾔﾝｺﾞﾝ ﾃﾞ ｰ ﾀ 収 集 
64 7/16 月 ﾔﾝｺﾞﾝ 再 委 託 先 と 協 議 
65 7/17 火 ﾔﾝｺﾞﾝ 森 林 局 と 協 議 
66 7/18 水 ﾔﾝｺﾞﾝ JICA、大使館、森林局 
67 7/19 木 ﾊ ﾞ ﾝ ｺ ｸ

へ移動 
ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ→ 

68 7/20 金 成田 →6:20 東京 

  

 

 

 

 

 

 



調査日程 2 
 

現地調査 II 
2001年10月 1日（月）～11月 9日（金） 中村、下総、山崎、浅利 

2001年10月 3日（水）～10月20日（土） 吉田 

2001年10月10日（水）～10月29日（月） 柴田 

2001年10月28日（日）～11月 8日（木） 官団員 

 

 
行動計画 

コンサルタント 
日数 日付 

曜

日 
移動・

宿泊 A 
中村/下総/山崎/浅利 

B 
吉田 

C 
柴田 

官団員 
山田、酒井、大竹 

1 10/1 月 ﾔﾝｺﾞﾝ 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ    
2 10/2 火 ﾔﾝｺﾞﾝ JICA、日本大使館    
3 10/3 水 ﾔﾝｺﾞﾝ FD、DZGD 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ   
4 10/4 木 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ （午前）ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

（午後）FD、DZGD 
  

5 10/5 金 ﾆｬﾝｳｰ （午前）FD、DZGD 
（午後）ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾆｬﾝｳｰ 

  

6 10/6 土 ﾆｬﾝｳｰ ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査   
7 10/7 日 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃   

8 10/8 月 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃   

9 10/9 火 ﾆｬﾝｳｰ ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ、資機

材調査（山崎） 
ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

〃   

10 10/10 水 ﾆｬﾝｳｰ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾆｬﾝｳ （ー山崎） 

ｻｲﾄ調査 

〃 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ  

11 10/11 木 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾆｬﾝｳｰ  

12 10/12 金 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 ｻｲﾄ調査  

13 10/13 土 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 〃  

14 10/14 日 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 〃  

15 10/15 月 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 〃  

16 10/16 火 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃 〃  

17 10/17 水 ﾆｬﾝｳｰ ﾆｬﾝｳｰ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ、

DZGD と協議（中村） 

ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

〃 〃  

18 10/18 木 ﾆｬﾝｳｰ DZGD と協議、ﾏﾝﾀﾞﾚ

ｰ→ﾆｬﾝｳｰ（中村） 
ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

ﾆｬﾝｳｰ/ﾔﾝｺﾞﾝ 〃  

19 10/19 金 ﾆｬﾝｳｰ /

ﾔﾝｺﾞﾝ 

ｻｲﾄ調査 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ 〃  



行動計画 
コンサルタント 

日数 日付 
曜

日 
移動・

宿泊 A 
中村/下総/山崎/浅利 

B 
吉田 

C 
柴田 

官団員 
山田、酒井、大竹 

20 10/20 土 ﾆｬﾝｳｰ /

ﾊﾞﾝｺｸ 

〃 →東京 〃  

21 10/21 日 ﾆｬﾝｳｰ ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ、DZGD
と協議、資機材調査

（中村、山崎） 
ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

 〃  

22 10/22 月 ﾆｬﾝｳｰ DZGD と協議、資機材調査（中村、山崎） 
ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

〃  

23 10/23 火 ﾆｬﾝｳｰ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾆｬﾝｳｰ（中村、山崎） 

ｻｲﾄ調査（他 3 名） 
〃  

24 10/24 水 ﾆｬﾝｳｰ ｻｲﾄ調査 〃  

25 10/25 木 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃  

26 10/26 金 ﾆｬﾝｳｰ 〃 〃  
27 10/27 土 ﾆｬﾝｳｰ 〃 ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ  
28 10/28 日 ﾆｬﾝｳｰ ﾆｬﾝｳｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ（中村） 

ｻｲﾄ調査（他 3 名） 
ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ 

（酒井、大竹） 

29 10/29 月 ﾔﾝｺﾞﾝ DZGD と協議（中村） 

ｻｲﾄ調査（他 3 名） 
→東京 DZGD と協議 

30 10/30 火 ﾔﾝｺﾞﾝ DZGD と協議（中村） 
ｻｲﾄ調査（他 3 名） 

 DZGD と協議 

31 10/31 水 ﾔﾝｺﾞﾝ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾆｬﾝｳｰ（酒井、大竹、中村） 

ｻｲﾄ視察 

32 11/1 木 ﾔﾝｺﾞﾝ ｻｲﾄ視察 

33 11/2 金 ﾔﾝｺﾞﾝ DZGD と協議 

34 11/3 土 ﾔﾝｺﾞﾝ 資料整理 

35 11/4 日 ﾔﾝｺﾞﾝ 資料整理 

東京→ﾔﾝｺﾞﾝ（山田） 

36 11/5 月 ﾔﾝｺﾞﾝ DZGD と協議 
37 11/6 火 ﾔﾝｺﾞﾝ DZGD と協議 
38 11/7 水 ﾔﾝｺﾞﾝ M/M 署名、JICA、日本大使館 

ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ（酒井、大竹） 
39 11/8 木 ﾊﾞﾝｺｸ 

ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
→東京 

（酒井、大竹） 
40 11/9 金 東京 ﾊﾞﾝｺｸ→東京（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）  

 



調査日程 3 
 

現地調査 III 
2002年2月26日（火）～3月9日（土） コンサルタント（中村、下総、山崎） 

2002年3月3日（日）～3月9日（土） 官団員（大竹、北村） 

 
行動計画 

日数 日付 曜日 移動・宿泊 コンサルタント 
中村/下総/山崎/浅利 

官団員 
大竹／北村 

1 2/26 月 ﾔﾝｺﾞﾝ 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ  
2 2/27 火 ﾔﾝｺﾞﾝ 9:00 JICA 事務所打合せ 

11:00 日本大使館表敬 
14:00 FD、DZGD 表敬 

 

3 2/28 水 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ （午前）ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 
（午後）DZGD 表敬 

 

4 3/1 木 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ DZGD 協議  

5 3/2 金 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 資料整理  

6 3/3 土 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ 東京→ﾔﾝｺﾞﾝ 

7 3/4 日 ﾔﾝｺﾞﾝ JICA 事務所打合せ 
FD・DZGD 協議 

8 3/5 月 ﾔﾝｺﾞﾝ CFTDC 視察 

9 3/6 火 ﾔﾝｺﾞﾝ FD・DZGD 協議 
10 3/7 水 ﾔﾝｺﾞﾝ FD・DZGD 協議 
11 3/8 木 機内（官） 

ﾊﾞﾝｺｸ（ｺﾝｻﾙ） 

10:00 M/M 署名 
11:00 JICA 事務所報告 
14:00 大使館報告 
ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ 

12 3/9 金 ﾆｬﾝｳｰ ﾊﾞﾝｺｸ→東京 →東京 

 



 
 
 
 
 

3．面会者リスト 



面会者リスト  
 
(1) 在ミャンマー日本国大使館 

伊藤 直樹 参事官 
古川 和弘 二等書記官 
橋本 雅道 二等書記官 
 

(2) JICA ミャンマー事務所 
青木 利道 所長 
小塚 英治 所員 
佐藤 俊也 所員 
木滝 真之 企画調整員 
U Kyaw Lwin Oo Programme Assistant 

 
(3) 林業省 Ministry of Forestry  

U Soe Tint Director General, Planning and statistics Dept 
U Hla Htwe Director, Planning and Statistics Dept. 
U Kyaw Win Deputy Director, Planning and statistics Dept 
U Tin New Assistant Director, Planning and statistics Dept 
U Thein Win Deputy Director 
 

(4) 林業省乾燥地緑化局 Dry Zone Greening Department（DZGD） 
【ヤンゴン】 
U Thiri Tin Deputy Director 
U Maung Maung Kyans Deputy Director 
U Min Aung Min Assistant Director 
U San Myint Tun Range Officer 
【マンダレー】 
U Tun Tun Director General 
U Hla Myint Deputy Director General 
U Soe Myint Ex-Deputy Director General 
U Maung Maung Htwe Director, Planning 
U Tin Aye Deputy Director, Director General Office 
U Myint Swe Director, Engineer 
U Zaw Win Director, Mandalay Div. 
U Kyi Han Director (ADMIN) 
U Tun Myint Assistant Director, Planning 
U Aung Kyaw Staff Officer 
U Moe Thu Range Officer 
【ニャンウー】 
U Mya Assistant Director 
U Way Myo Hla Staff Officer 
U Bo Bo Winn Staff Officer 
U Tun Nyunt Tin Range Officer 
U Myint Win Thu Range Officer 
U Aung Maw Oo Range Officer 
Saw Si La Range Officer 
U Win Bo Range Officer 
 



【その他】 
U Than Soe District Officer, Pakkoku District 
U Aung Kyaw Lin Township Officer, Yezagyo Township 
 

(5) ニャンウー市 
U Kyaw Tint Chairman of township officer 
 

(6) 林業省森林局 Forest Department（FD） 
U Shwe Kyaw Director General 
U Soe Win Hlaing Deputy Director General 
U Kyi Maung Director, Planning & Statistics Div. 
U Saw Eh Dah Director, Training & Research Development Div. 
U Oakkar Staff Officer, DG’s Office 
U Thein Win Deputy Director, Planning and Statistics Div 
U Zaw Win Township Officer, Nyaung Oo Township 
U Chit Hlaing Director, Watershed Management 
 

(7) 対経済関係局（FERD） 
Daw Myat Myat So Director 
U Khin Naung Htay Ass. Director 
U Soe Lin Director General 

 
(8) 国家環境委員会 National Commission for Environmental Affairs (NCEA) 

Daw Yin Yin Lay Director 
U Kyi Thin Joint Secretary 
U Nay Win Head of Branch 
 

(9) 農業灌漑省水資源利用局 Water Resource Utilization Dapartment, Ministry of Agriculture and 
Irrigation (WRUD) 
【ヤンゴン】 
U Hla Myint Maung Deputy Director General 
U Myint Than Deputy-Director, Ground water 
【ニャンウー】 
U Myint Thein Senior Assistant Engineer 
U Mya Nyut Member of WRUD, Pumping Station 3, Letpande 

(10) 農業灌漑省土地登記局 Land Record and Settlement Department（ニャンウー） 
U Thein Luin Staff Officer 
 

(11) 国境、少数民族及び開発省開発局 Department of Developments Affairs, Ministry of Progress 
of Border areas and National Races and Development Affairs (DDA) 
Daw Phyu Phyu Sein Stuff Officer, DDA Nyaung Oo 
 

(12) Forest Research Institute (FRI)（イエジン） 
U Win Kyi Director 
U Khin Maung Oo AD, Forest Department Division 
U Win Maung AD, Forest Management & Silviculture sub Div 
U Htun Wai AD, Forest Resourse sub Division 
Daw Yin Yin Kyi Assistant Director, Forest Botany and Tree Improvement sub Division 
Daw Wai Wai Than Forest Pathologist 
Daw Thein Kyi Seed Laboratory, Forest Management & Silviculture sub Division 



U Thein Htwe Staff Officer, Silviculture Section 
U Aung Aung Myint Staff Officer, Forest Management & Silviculture Section 
U Myint Lwin Staff Officer, Forest Management & Silviculture Section 
U Myint Lwin Staff Officer, Natural Resources 
 

(13) Institute of Forestry（イエジン） 
U Win Kyi Pro-Rector 
U San Lwin Pro-Rector 
U Zaw Win Professor 
U Ohn Win Professor 
U Min Thant Zin Assistant Lecturer 
 

(14) FAO (Environmentally Suitable Food Security and Micro-income Opportunities in the Dry 
Zone) 
David G. Kahan Agency Project Manager 
 

(15) UNDP 
U David Dallah Programme Manager 
Hla Myint Hpu Programme Manager 
Khin Maung Wynn Administrative Officer 
 

(16) JICA 開発調査（給水）調査団（マンダレー） 
田口 雅行 団長：協和コンサルタンツ/国際事業部 マネージャー 
Gonohe Nobuyuki Pacific Consultants International/Registerd Consulting Enginner (Water 

Supply and Sewarage) Project Manager Environmental Management 
Department, Consulting division 

原田 陽夫 三井金属資源開発株式会社/資源事業部 資源調査部 部長補佐 
 

(17) JICA プロ技調査団／専門家 
斉藤 克郎 団長/JICA 森林・自然環境協力部 森林環境協力課 課長 
清水 俊二 協力政策/外務省経済協力局技術協力課 課長補佐 
佐藤 隆幸 訓練計画/農林水産省林野庁国有林部情報管理室 課長補佐 
甲賀 大吾 協力計画/JICA 森林・自然環境協力部 森林環境協力課 職員 
田邊 眞次 乾燥地造林/社団法人日本林業技術協会国際事業部参事 
阪本 日出雄 計画分析/株式会社パデコ シニアコンサルタント 
 
酒井 彰 専門家 
佐藤 朗 専門家 
井芹 信之 専門家 
 

(18) OISCA プロジェクトサイト視察 
岡村 郁男 ミャンマー開発団・団長 
水口 知香 技術員 
 

(19) BAJ (Bridge Asia Japan) 
【ヤンゴン事務所】 
ｱﾗｲｼ ﾏｻﾋﾛ Secretary General 
ﾐﾉﾀﾞ ｹﾝｲﾁ Country Representative 
氏家 陽子 Assistant Coordinator 
 



【ニャンウー事務所】 
束村 康文 東京事務所シニアプログラムオフィサー、理学博士 
U Win Tun Administrator 
Myo Min Htun Well-drilling Co-Ordinator 
Hlaing Hlaing Secretary 
 

(20) SUNTAC Tecnologies 
U Maung Maung Khin Director, Technical and Business Development 
 

(21) ECODEV Group 
U Win Myo Thu Senior Strategist 

 
(22) FREDA(Forest Resource Environment Development and Conservation Association) 

U Sein Maung Wint Chairman 
U Ohn General Secretary 
U Myint Than Secreatry 

 
(23) カラモジア・インターナショナル(KARAMOSIA INTERNATIONAL) 

伊藤 みちこ Resident Coordinator 



 
 
 
 
 

4．討議議事録 
 
 































































 
 
 
 
 

5．事前評価表 
 



事業事前評価表 

１．協力対象事業名 
ミャンマー連邦 中央乾燥地植林計画 

２．我が国が援助することの必要性・妥当性 
（１） ミャンマー連邦は、独立後一貫して親日国であり、我が国と緊密で友好な関係を有

しているとともに、同国の大きな開発ニーズを踏まえ、他の東南アジア諸国と並ん

で我が国援助の重点国の一つとして位置付けられていた。しかし、1988 年の政変以

降は、一定の分野を除いてミャンマーへの経済協力が事実上停止されていた。1995
年 7 月のスー・チー女史の自宅軟禁解除等に見られる事態の進展を受け、日本政府

は、方針を一部見直し、同国の民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、既往継続

案件や民衆に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心に協力が実施されてきた。 
（２） 同国では森林が国土の約 50%を占め、木材輸出が重要な産業であり、国のエネルギ

ー消費量の約 80%を薪炭材に頼っているが、輸出用木材及び薪炭材等の過度の伐採

により、森林資源の減少と土壌流出・荒廃地化が進み、深刻な問題となっている。

特に、アラカン山脈の東側に位置している中央乾燥地においては、全人口（約 4,500
万人）の約 3 分の１が居住しており、人口増加に伴う薪炭材の需要拡大が原因とな

り、森林減少が激しい。また、同地域は乾燥が著しく、減少した森林が天然更新に

よって回復することが困難である。このため、同国政府は、中央乾燥地における緑

化推進を重視し、1994 年から３年間で約 2.1 万 ha の植林を実施するとともに、緑化

推進の実施機関として 1997 年に乾燥地緑化局（以下「DZGD」）を新設した。また、

乾燥地緑化５カ年計画を策定し、2005 年度までに約 4.2 万 ha の植林を行うとしてい

る。しかし、これまで中央乾燥地において植林が行われてきた地域は、技術的に植

林の比較的容易な地域であり、緊急度が高い劣悪な環境の地域における植林は、小

規模な試験造林に留まっているにすぎない。このため、今後中央乾燥地における植

林を拡大していくためのモデルとなる植林事業を実施することが急務となってい

る。その際、造成される植林地を将来にわたって維持管理していくためには地域住

民の協力が必要不可欠であることから、モデルとなるような住民参加型の植林地造

成を行うとともに、住民参加型維持管理計画を策定することが必要とされている。 
３．協力対象事業の目的（プロジェクト目標） 
  対象地域において保護林、薪炭林、放牧林及び共有林が造成される。 
４．協力対象事業の内容 
（１） 対象地域：マンダレー管区ニャンウー郡ミティンデュイン森林保護区及びその北部

に隣接した地区のうち約 2,000ha 
（２） アウトプット 対象地域において約 2,000ha の植林がなされる。 
（３） インプット 

【日本側】 
１）約 1,500ha の植林 
２）森林管理用施設の建設 
  ・管理・普及事務所（64m2、1ヶ所） 

・作業場（70m2、1ヶ所） 
・給水施設（井戸及び給水棟、2式） 

３）森林造成用機材及び植林地管理用機材の整備 
４）住民参加型の植林地造成及び維持管理計画策定に係る技術支援 
【「ミ」国側】 
１）約500haの植林 
２）アクションプラン作成 
 
 



（４） 総事業費 
 概算事業費 15.45 億円（日本側 15.40 億円、ミャンマー側 0.05 億円） 

（５） スケジュール 
【日本側】 

 実施設計期間を含め 63 ヶ月の工期を予定 
 【「ミ」国側】 
 36 ヶ月の工期を予定 
（６） 実施体制 

 ミャンマー連邦 林業省 乾燥地緑化局 
５．プロジェクトの成果 
（１） プロジェクトにて裨益を受ける範囲及び規模 

１）直接裨益人口：対象地域及びその周辺に居住する約 285,000 人 
２）間接裨益人口：マンダレー管区植林予定地に居住する約 6,000,000 人 

（DZGD が本プロジェクトにおいて住民参加型の植林地造成及び維持管理計

画策定の技術を習得することにより、今後マンダレー管区植林予定地におい

て約 11,000ha の植林地が造成されることが期待されるため） 
（２）事業の目的（プロジェクト目標）を示す成果指標 

対象地域を含むミティンデュイン森林保護区及びその北部に隣接した地区約 8,000ha

において以下の表に示すとおり、森林面積が増加する。 

     表１ 
 2001 年 

（実施前） 
2010 年 

（終了時） 

保護林面積 約 750ha 

薪炭林面積 約 750ha 

放牧林面積 

約 200ha 約 200ha 

約 500ha 

共有林面積 0ha 約 65ha 

 

（３）その他の成果指標 

     表 2 

 2001 年（実施前） 2012 年（終了 2 年後） 

燃料収支 -2.4m3/世帯 +0.8m3/世帯 

 

 
６．外部要因リスク 
（１） 旱魃などの天候不順が発生した場合、成果指標値に影響がおよぶ可能性がある。 
（２） DZGD は植林地の維持管理に住民の参加を得る必要がある。 
７．今後の評価計画 
（１） 事後評価に用いる成果指標 

対象地域における保護林および薪炭林の面積 
対象地域における共有林の面積 
 

（２） 評価のタイミング 
事業終了後、2 年後（2012 年）を目処に全体の事後評価予定 

 



 
 
 
 
 

6．参考資料／入手資料リスト 
 



参考資料・入手資料リスト

番号 資料の名称
形態（図書、ﾋﾞﾃﾞ
ｵ、地図、写真等）

発行機関

1 DRY ZONE SPECIES, 中央乾燥地樹種の学名・現地名対応表 コピー DZGD, （Oct. 2000）

2 中央乾燥地動植物の学名・現地名対応表 コピー DZGD

3 Community Forestry Instruction (CFI) コピー DZGD

4 Forest Law コピー DZGD

5 乾燥地緑化5ヵ年計画（2001～2006） コピー DZGD

6
Record of the Handing Over of 300 Acres of Yomiuri Plantation to Polulalce of Suti and Hta-
naung Area. コピー DZGD（27 Mar, 1999）

7
The Government of the Union of Myanmar, Ministry of Forestry, Myanmar Forest Policy,
1995 Policy Statement コピー

MINISTRY OF FORESTRY (23
Feb, 1996)

8
The Government of the Union of Myanmar, Ministry of Forestry, Myanmar Forest Policy,
1995 Policy Statement コピー

MINISTRY OF FORESTRY (23
Feb, 1996)

9 The Union of Myanmar, The State Law Order Restoration Council，Forest Law コピー
MINISTRY OF FORESTRY (3 Nov,
1992)

10
STANDARD NOMENCLATURE OF FOREST PLANTS, BURMA, INCLUDING
COMMERCIAL TIMBRES（「ミ」国樹種の学名・現地名対応表）

コピー FD

11
Working Document No. 3/2, UNDP/FAO/MYA/99/006 - Environmentally Sustainable
Food Security and Micro Income Opportunities in the Dry Zone Project.  Terms of
Partnership for Community Based Micro-Projects.

コピー UNDP/FAO, 2001

12
Field Document No. 39, GCP/RAS/154/NET - Regional Wood Energy Development
Programme in Asia.  Woodfuel Flows in the Dry Zone of Myanmar – A Case Study. コピー FAO, 1993

13 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION コピー UNDP

14 A BRIEF ACCOUNT OF FOREST RESEARCH INSTITUTE　FRI概要 コピー FRI（Mar, 1999）

15 活着率データ コピー FRI

16 育苗マニュアル コピー FRI

17
Dryland Techno Group, Capacity Building of Community Skill in Village Forest Management
Plan コピー ECODEV GROUP  （Mar. 2001）

18
Dryland Techno Group, Framework of Technical Backstopping to Forestry & Energy Sectoral
Activity of Dry Zone Food Security Project コピー ECODEV GROUP (Dec. 2000)

19
ECODEV GROUP, FORESTRY EXTENSION SYSTEM FOR PARTICIPATRY
TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FOOD
SECURITY AND MICRO-INCOME OPPORTUNITIES IN THE DRY ZONE (MYA/99/006)

コピー ECODEV GROUP (Apr. 2000)

20

AIT, SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF COMMUNITY FORESTRY A case study of
the Environmentally Sustainable Food Security and Micro income Opportunitues Project, Dry
Zone, Myanmar

コピー AIT(Jun. 1999)

21 PRAパンフレット（ミャンマー語） コピー ECODEV GROUP

22 CFIパンフレット（ミャンマー語） コピー ECODEV GROUP

23 農業パンフレット（ミャンマー語） コピー ECODEV GROUP

24 林業パンフレット（ミャンマー語） コピー ECODEV GROUP

25 「ミ」国植物の学名・現地名対応表（2000年農業省発行） コピー ECODEV GROUP

26

Private Sector Co-operation and Participation in Solving Fuelwood Crisis in Myanmar.  Paper
prepared for National Training Course on Wood Energy Planning for Myanmar, 23-27
November 1999.

コピー FREDA ,1999

27
FREDA, PROGRESS REPORT ON COMMUNITY COLLABORATION IN
REFORESTATION AND FOREST CONSERVATION PROJECT FOR THE YEAR 200-2001

コピー FREDA, April 2001



番号 資料の名称
形態（図書、ﾋﾞﾃﾞ
ｵ、地図、写真等）

発行機関

28 「ミ」国におけるオイスカ活動報告書 コピー OISCA（Sep. 2000）

29 ワ地区共生開発プロジェクト（WSD）の概要 コピー カラモジアインターナショナル

30 インレ湖流域循環型共生プロジェクト（ILSD）の概要 コピー カラモジアインターナショナル

31 ニュースレター（中央乾燥地における活動報告）（2001年5･6月号） コピー BAJ

32 ニュースレター（2000年9月・10月号） コピー BAJ

33 TREES FOR DRYLANDS （1993年発行） コピー
OXFORD & IBH PUBLISHING CO.
PVT. LTD.



 
 
 
 
 

7．その他の資料・情報 
 



 

その他の資料  
 

自然環境改良と維持 

本調査は、温室効果ガスの主要因である二酸化炭素削減に寄与するものとして期待されてい

る。 

森林プロジェクトにおける二酸化炭素吸収量を把握する手法は、未だ確立されている訳では

ないが、「温室効果ガス排出・吸収量マニュアル（森林・廃棄物処理プロジェクト編：(財)地

球環境センター 平成 11 年 9 月）」によると、一般的に温室効果ガス吸収量の算定方法は、以

下のとおりである。 

① 森林生態系の炭素貯蔵プールは、バイオマス（地上、地下）、有機堆積物および土壌であり、原則

的にはこれら全てにおける炭素貯蔵量を推計する。 

② プロジェクトの種類によっては、森林から生産される製品についても生産量、用途、炭素吸収・排

出量等を調査する。 

③ バイオマスについての炭素貯蔵量は、次式により求める。 

炭素貯蔵量＝バイオマス量（乾燥重量）×炭素含有量 

森林プロジェクトの場合、バイオマス量（乾燥重量）は 1 年あたりの樹木の成長量に置き

換えられる。また、炭素含有量はバイオマス年平均蓄積量に置き換えられる。 

一般的に十分なデータがない場合には、IPCC ガイドラインの数値を適用してもよいこと

になっている。（表 １および表 ２参照。） 

プロジェクト対象地域における 1 年あたり樹木の成長量は、表 １のアジア地域、乾燥林の

樹齢 0～20 年の 4t/ha を適用する。 

表 １   1 年あたり樹木の成長量（熱帯地域） 

(単位 t/ha) 
地域 熱帯雨林 広葉樹林 乾燥林 

樹齢(年) 0～20 20～100 0～20 20～100 0～20 20～100 
America 8 0.9 5 0.5 4 0.25 
Africa 11 1 7 0.5 4 0.25 
Asia 11 1 7 0.7 4 0.25 
出所： IPCC ガイドライン 

注： 0～20 年のバイオマスは、森林の 70％の密度で植生されていると仮定し、以降、100 年までは 100％
植生と仮定している。 



 

表 ２   植栽によるバイオマス年平均蓄積量（熱帯） 

植栽の種類 
植栽によるバイオマス年

蓄積量 
(t /ha) 

アカシア類 15.0 
ユーカリ類 14.5 
チーク類 8.0 
松類 11.5 
松・ｶﾘﾊﾞｴｱ（Pinus Caribaea）類 10.0 
堅木 (Mixed Hardwoods) 6.8 
早成長堅木 (Mixed Fast-Growing Hardwoods) 12.5 
軟木 (Mixed Softwoods) 14.5 

出所： IPPC ガイドライン 
 

プロジェクト対象地域（約 2,000ha）において植林する樹種は、アカシア類が全体の 90％以

上占めることから植栽によるバイオマス年平均蓄積量を 15.0t/ha-yr と仮定する。 

炭素吸収量は、上記の数値を利用して植栽計画に基づき算出し、植林実施による効果を以下

のとおり評価する。 

 

年間バイオマス炭素吸収量（③を適用） 

＝プロジェクト面積×（1 年あたり樹木の成長量×バイオマス年平均蓄積量） 

＝年次別植林面積×４(t/ha)×15.0(t/ha) 

本プロジェクトによる年次別植林面積は、1 期目 210.1ha、2 期目 441.5ha、3 期目 399.5ha、4

期目 421.3ha、計 1,472.4ha であることから、上記の計算式より炭素吸収量は図 １のように蓄積

される。ただし、ここでは既存森林の吸収量、植林期間中の排出量、薪炭林利用による排出量

は考慮していない。 
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図 １   二酸化炭素吸収量の増加 
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