
 

 

 

 

フィリピン共和国 
国家灌漑公社 (NIA) 

 
 

国営灌漑システム維持管理・改善計画策定手法調査 
 

 

 

和文要約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 11 月 

 

 

 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 

株式会社 三・コンサルタンツ 



序 文 

 

 

 日本国政府は、フィリピン国政府の要請に基づき、国営灌漑シス

テム維持管理・改善計画策定手法に係わる調査を実施することを決

定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施いたしました。 

 

 当機構は、平成 17 年 9 月から平成 18 年 9 月まで、株式会社三祐

コンサルタンツ海外事業本部の竹内清二氏を団長とし、株式会社三

祐コンサルタンツで構成される調査団を現地に派遣いたしました。 

 

 調査団は、フィリピン国政府関係者と協議を行うとともに、計画

対象地域における現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、こ

こに本報告書完成の運びとなりました。 

 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好・

親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心よ

り感謝申し上げます。 

 

 

 

平成 18 年 11 月 

 

 

 

 

        

独立行政法人国際協力機構 

理事 松本 有幸 

 









 

i 

 
目 次 

 
頁 

第１章  調査の背景及び目的 ----------------------------------------------------1-1 
 
 1.1 調査の背景 ---------------------------------------------------------1-1 
 1.2 調査の目的 ---------------------------------------------------------1-1 
 1.3 調査対象地区 --------------------------------------------------------1-1 
 1.4 調査実施工程 -------------------------------------------------------1-1 
 
 
第２章  国営灌漑システム（NIS）の現状と課題 --------------------------------------2-1 
  
 2.1 NIS の地区数と面積 --------------------------------------------------2-1 
 2.2 NIS が直面する問題 --------------------------------------------------2-1 
 2.3 NIS に対する現行のインベントリー調査実施状況 ----------------------------2-3 
 2.3.1  マスターリスト --------------------------------------------------2-3 
 2.3.2  NIS 維持管理実績評価レポート -------------------------------------2-3 
 2.3.3  システム改修状況レポート -----------------------------------------2-3 
 2.3.4  灌漑可能面積・実績灌漑面積状況レポート --------------------------2-4 
 2.3.5  IA 調書 --------------------------------------------------------2-4 
 2.3.6  IA 維持管理実績評価レポート --------------------------------------2-5 
 2.3.7  IA 機能状況レポート ---------------------------------------------2-5 
 2.3.8  国家灌漑庁運営強化計画調査 ------------------------------------2-5 
 2.3.9  国営灌漑地区水利組合強化計画調査 ------------------------------2-6 
 2.3.10  NIS 主要構造物調査 --------------------------------------------2-6 
 
 
第３章 フェーズ１及びフェーズ II 調査で実施した調査内容の概要 ----------------------3-1 
  
 3.1  フェーズ I 調査 --------------------------------------------------------3-1 
 3.1.1 インセプション・レポートの作成と内容説明・協議 (国内) ----------------3-1 
 3.1.2 インセプション・レポートの説明・協議 (現地) --------------------------3-1 
 3.1.3 インベントリー調査の準備作業（現地） --------------------------------3-1 
 3.1.4  インベントリー調査の実施  (現地)-----------------------------------3-4 
 3.1.5 ワークショップ・セミナーの開催 (現地)--------------------------------3-5 
 3.1.6 プログレス・レポートの作成並びに説明・協議 (現地) --------------------3-6 
 
 3.2  フェーズ II 調査 -------------------------------------------------------3-6 
 3.2.1  インベントリー調査結果の整理並びに予備的分析・評価 (国内) -----------3-6 
 3.2.2  インテリム・レポートの作成及び内容説明・協議 (国内) ------------------3-6 
 3.2.3  フィリピン関係機関への表敬並びにインテリム・レポートの内容について 
 NIA への説明・協議（現地）-----------------------------------------3-6 
 3.2.4  調査内容の問題点の把握と調査内容並びに調査票の修正 (現地) -------3-7 
 3.2.5  NIS の維持管理・改善計画策定手法の検討のための現地調査 (現地)-----3-7 
 3.2.6  NIS のインベントリー調査の実施及び分析・評価手法、並びに 

維持管理・改善計画策定手法マニュアルの策定 (現地) -----------------3-7 
 3.2.7  ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)の作成 (国内)----------------------3-9 
 3.2.8  DF/R の NIA 側への提出とワークショプ・セミナーの開催 (現地) ----------3-9 
 3.2.9  ファイナル・レポートの作成 (国内) ----------------------------------3-10 
 



 

ii 

第４章 調査結果の分析・評価 ---------------------------------------------------4-1 
  
 4.1  パイロット地区におけるインベントリー調査結果の分析・評価 -------------------4-1 
 4.1.1  水資源並びに灌漑水利用状況 -------------------------------------4-1 
 4.1.2  灌漑・排水施設の機能状況 ----------------------------------------4-2 
 4.1.3  維持管理組織並びに維持管理費状況 -------------------------------4-4 
 
 4.2  NIS 全体に対するインベントリー調査結果の分析・評価------------------------4-5 
 
 4.3 灌漑・排水施設の改善事業(R/I)優先度付けの検討 --------------------------4-6 
 
 
第５章  今後のインベントリー調査の実施と調査・分析結果の統括と管理 ----------------5-1 
   
 5.1 今後のインベントリー調査の実施 ----------------------------------------5-1 
 5.2 インベントリー調査結果の統括・管理に係る関連組織とデータの統括・管理 -----5-1 
 
 
第６章  提案及び勧告 ----------------------------------------------------------6-1 
  
 
 
マニュアル 

 
 第 I 章 まえがき --------------------------------------------------------1-1 
 第 II 章 NIS のインベントー調査の実施及び分析・評価マニュアル ---------------- 2-1 
 第 III 章 NIS の維持管理・改善計画策定手法マニュアル ------------------------3-1 

第IV章 NIA 管区灌漑事務所及びＮＩＡ本部によるマスター・ファイル・ 
データの統括と管理 -----------------------------------------------4-1 

 調査票 ------------------------------------------------------------------MF-1  
 資料編 ------------------------------------------------------------------MA-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iii 

 
表の目次 

 
 

 表 3-1 インベントリー調査のために選定された３カ所のパイロット地区の 

主要な特徴 --------------------------------------------------------- 3-3 
 表 5-1 インベントリー調査データ及びその分析・評価結果の NIA 関係部局による 

  統括・管理 -------------------------------------------------------- 5-3 
 
 
 
 

図の目次 
 
 

 図 1-1 調査全体のワークスケジュール ---------------------------------------- 1-3 
 図 1-2 フェーズＩ調査のフローチャート ----------------------------------------- 1-4 
 図 1-3 フェーズ II 調査のフローチャート ---------------------------------------- 1-5 
 図 4-1  ３カ所のパイロット地区の水収支の検討結果 ----------------------------- 4-3 
 図 5-1 インベントリー調査の実施並びに各時期におけるデータの整理・分析事項 

     及び NIA 関係部局の役割 --------------------------------------------- 5-2 
 
 
 
 

添付資料 
 
 

 添付資料-1 事前調査時に署名された実施細則協議議事録(M/M)及び 

  実施細則(I/A) ----------------------------------------------- A-1 
 添付資料-2 インセプション・レポートの説明・協議議事録 ------------------------- A-11 
 添付資料-3 プログレス・レポートの説明・協議議事録 -----------------------------A-15 
 添付資料-4 インテリム・レポートの説明・協議議事録 -----------------------------A-19 
 添付資料-5   ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)の説明・協議議事録 --------------- A-23 
 添付資料-6 ドラフト・ファイナル・レポートに対する NIA 側のコメント並びに 

  提案とその対応 ------------------------------------------------ A-29 



 iv

略語・略称 

 
1. 関 係 機 関 
 
 ADB : Asian Development Bank 
 CAR : Cordillera Autonomous Region 
 CO : Central Office  
 CORPLAN : Corporate Planning 
 DA : Department of Agriculture 
 DAR : Department of Agrarian Reform 
 EMD : Equipment Management Department 
 DENR : Department of Environment and Natural Resources 
 DPWH-BRS : Department of Public Works and Highway-Bureau of Research and Standard 
 FMB : Forest Management Bureau 
 IA : Irrigators’ Association 
 IDD : Institutional Development Department 
 JBIC : Japan Bank for International Cooperation 
 JICA : Japan International Cooperation Agency 
 LGU : Local Government Unit  
 NAFC : National Agriculture and Fishery Council 
 NAMRIA : National Mapping and Resources Information Authority 
 NIA CO : National Irrigation Administration Central Office 
 NISO : National Irrigation System Office  
 NWRB : National Water Resources Board  
 PAGASA : Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration 
 PIMO : Provincial Irrigation Management Office 
 PIO : Provincial Irrigation Office 
 PDD : Project Development Department  
 PMO : Project Management Office 
 PO : Project Office  
 RC : Responsibility Center 
 RIO : Regional Irrigation Office 
 SEC : Securities and Exchange Committee  
 SMD : System Management Department 
 
  
2. 略 語 
 
 AFMA : Agriculture and Fisheries Modernization Act 
 AMRIS : Angat-Maasim River Irrigation System 
 ASBRIS : Aganan-Sta. Barbara River Irrigation Systems  
 CBFM : Community Based Forest Management 
 CIS : Communal Irrigation System 
 CY : Crop Year 
 GDP : Gross Domestic Product 
 GIS : Geographical Information System  
 I/A : Implementing Arrangement 
 IDP : Institutional Development Program 
 IS : Irrigation Superintendent 
 IDO : Irrigation Development Officer 
 IMIS : Irrigation Management Information Systems 
 IMT : Irrigation Management Transfer 
 ISF : Irrigation Service Fee 
 ISFP : Integrated Social Forestry Program 
 ISOP : Irrigation Operations Support Project 
 ISIP : Irrigation Systems Improvement Project 
 MAP : Management Action Plan 
 MOOE : Maintenance, Operation and Other Expenses 



 v

 MRI : Maintenance, Rehabilitation and Improvement 
 MRIIS : Magat River Integrated Irrigation System 

 MTPDO : Medium-Term Philippine Development Plan 
 NIS : National Irrigation System 
 PD : Provincial Degree 
 PERECOM : Performance Evaluation/Commitment Report 
 RRIDFPS : Repair, Rehabilitation and Improvement of Drainage and Flood Protection  

System 
 RRCFMR : Repair, Rehabilitation and Construction of Farm-to-Market Roads 
 PIDP : Participatory Irrigation Development Project 
 PIS : Private Irrigation System 
 PoW : Program of Works 
 RA : Republic Act 
 R/I : Rehabilitation and Improvement 
 RRENIS : Repair and Rehabilitation of Existing National Irrigation Systems 
 SCRIS : Sta. Cruz River Irrigation System 
 SEC : Securities and Exchange Commission 
 SOEM : System Operation and Equipment Management 
 SSA : Sustainable System Agriculture 
 SWRFT : Supervising Water Resources Facility Technician 
 UPRIIS : Upper Pampanga River Integrated Irrigation System 
 WRDP : Water Resources Development Project 
 
 
3. 単 位 
 
 mm : millimeter 
 cm : centimeter 
 m : meter 
 km : kilometer 
 
 sq.m : square meter 
 sq.km : square kilometer 
 ha : hectare 
 
 lit : liter 
 cu.m : cubic meter 
 MCM : million cubic meter 
 cu.m/day : cubic meter per day 
 lit/sec : liter per second 
 cu.m/sec : cubic meter per second 
 
 ppm : parts per million 
 pH : potential of hydrogen 
 
 g  : gram 
 kg : kilogram 
 t, ton : metric ton 
 
 sec. : second 
 min. : minute 
 hr. : hour 
 yr. : year 
 
 ave. : average 
 min. : minimum 
 max. : maximum 
 kcal : kilocalories 
 kw : kilowatt 
 kwh : kilowatt-hour 
 
 



 vi

 % : percent 
 No. : number 
 ０C : degree centigrade 
 cap. : capita 
 md : man-day 
 pers. : person 
 msl : meters above mean sea level 
 
 N : nitrogen 
 P  : phosphorus 
 K : potassium 
  
 US$ : US Dollar  
 P hP :  Philippines Peso 

 
 cavan :  weight of paddy (1cavan = 50 kg) 
 peso :  Philippine currency (1US$ =52.0pesos, as of August 2006) 



1-1 

第１章  調査の背景及び目的  

 

 

1.1 調査の背景 (1-1) 1 

 

比国の国家灌漑公社（NIA）は、1963 年の創設以来多数の灌漑システム及び施設を建設し、
国営灌漑システム（NIS）に関して現在 205の灌漑地区（灌漑可能面積（FUSA）約 634,0200 ha）
が運営されている。NIAシステム管理部（SMD）の調査結果によれば、全国 205の NISのうち良
好に機能している基幹施設及び支線・末端施設の割合は低く、それぞれ 22.4%及び 17.9%となっ
ている。このため、灌漑施設機能の改修は、比国灌漑政策にとって最優先課題の一つとなってい

る。 
 

NIS 灌漑施設の機能低下の主な原因として、施設の老朽化、施設管理の不備に加え、水源で
ある灌漑地区上流域の森林破壊とそれに伴う保水能力低下による水資源の循環システムに与える

影響が挙げられている。従って、灌漑施設改修計画策定における施設の安全性の評価、改修事業

内容の決定に際しては、構造物の状態のみならず、水源から末端水利用に至る一連の灌漑水源の

状況を併せ把握し、評価する必要が生じている。 
 

NIAは水源ダム、頭首工、揚水機場、水路等について、老朽化状況等の施設管理情報を含む
インベントリーを作成しているが、灌漑のための水資源情報を含むインベントリー作成の経験は

十分蓄積されていない。また、現行インベントリーは更新にかかる費用、労力及びその必要性が

十分考慮されず、また個々の灌漑システムに対する施設改修事業実施を目的として作成されてき

た。このため、全国の NISの機能状況を定期的かつ総合的に評価するための情報源としては十分
ではない。 

 
このような状況の中で、比国政府は、水源流域の状況も考慮した効率的な NIS灌漑施設の改

修計画策定にかかる NIAの能力向上を目的とした開発調査を我国に要請した。事前調査時に署名
された実施細則協議議事録 (M/M)及び実施細則（I/A）については、添付資料-1に示す。 
 

 

1.2 調査の目的 (1-2) 

 

本調査業務の目的は、以下に述べる事項を通じ、NIS の維持管理・改善計画の策定に係る NIA

の能力向上を図ることである。 

 

- NIS インベントリー調査票の作成・管理手法に関するマニュアルの整備 
- NIS 維持管理・改善計画の策定手法に関するマニュアルの整備 
- マニュアル作成プロセスを通じ、NIS の維持管理・改善計画策定に係る技術移転の実施 

 

 

1.3 調査対象地区 

 

本調査業務の対象地区は、比国全土に点在している 205地区の NISである。また、選定され

                                                  
1 括弧内の数字はMain Report(英文)の対応ページを示す。 
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た３カ所の NIS地区において、NISに係るインベントリー調査票の作成・管理手法の策定、並び
に NISの維持管理・改善計画策定手法に係るパイロット調査を実施した。 

 
 
1.4 調査実施工程 (1-2) 

 

  調査は以下の工程で実施された。調査全体のスケジュール及び調査のフローは、図 1-1

から図 1-3 に示される。 

 

フェーズ-I 調査（2005 年 9 月－2005 年 12 月） 
- 国内準備作業 
- 第１次現地調査 

 
フェーズ-II 調査（2006 年 5 月－2006 年 10 月） 
- 第１次国内作業 
- 第２次現地調査（その１） 
- 第２次現地調査（その２） 
- 第２次国内作業 
- 第３次現地作業（DF/R の提出、説明・協議） 
- 第３次国内作業 (F/R の作成) 

 

 

フェーズＩ調査が終了した 2005 年 12 月からフェーズ II 調査が開始されるまでの期間

（2005 年 12 月から 2006 年 3 月まで）に、全国の国営灌漑システム 205 地区のインベントリ

ー調査が NIA によって実施された。 
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Domestic
Preparation Work 【1-1】  Existing Data/ Information Collection and Analysis on NIS Inventories and Irrigation Water Resources

【1-2】  Study on Survey Methods/Procedures and Planning of Overall Implementation Plan

【1-3】  Preparation of Inception Report (IC/R)

【1-4】  Examination of IC/R and Finalization

【2-1】  Explanation and Discussion of IC/R to Philippine Side 

【2-2】  Existing Data/Information Collection and Analysis on NIS Inventory Survey and Irrigation Water Resources 

【2-3】
 Problem Identification and Analysis on Current Collection Methods and Maintenance Systems  for NIS
 Inventory and  Irrigation  Water Resources Data/Information

【2-4】

 Analysis and Problem Identification on Current Planning Methodology for NIS Maintenance,
 Rehabilitation and Improvement (MRI) (Irrigation Facilities and Water Management)

【2-5】  Selection of Three Sites of Pilot NISs Areas

【2-6】   Formulation of Implementation and Survey Procedure Plans of NIS Inventory Survey 

【2-7】  Implementation of NIS Inventory Survey at Selected Three Pilot NIS Areas 

【2-8】  Modification of Implementation and Survey Procedure Plan of NIS Inventory Survey 

【2-9】   Holding of Seminar Workshop to NIA  and Related Organization Staff

【2-10】  Preparation of Progress Report (Pr/R)

【3-1】  Implementation of Whole Inventory Survey at 195 NIS Sites by NIA Central and Regional Offices

【3-2】  Observation of NIA Inventory Survey Progress by Sanyu Consultant Local Staff

【4-1】  Preliminary Analysis and Evaluation on Implemented NIS Inventory Survey by NIA

【4-2】  Formulation of Basic Plan for NIS Inventory Format and Its Data Updating Procedures 

【4-3】  Formulation of Implementation Plan of 2nd Field Work and Preparation of Interim Report (IT/R)

【4-4】 Preparation of IT/R and Finalization

【5-1】  Explanation of IT/R to Philippine Side and Discussion 

【5-2】  Analysis of NIS Inventory Survey Results Implemented by NIA

【5-3】

 Implementation of Survey atThree Sites of Pilot NIS Areas aiming at Formulation of Planning
 Methodology of NIS Maintenance, Rehabilitation and Improvement (MRI) Plan

【6-1】  Preparation of Manual for NIS Inventory Survey and Its Maintenance Methodology

【6-2】  Preparation of Manual for Formulation of MRI Planning Methodology of NIS

【7-1】  Preparation of Draft Final Report (DF/R) summarizing Study Results

【7-2】  Explanation and Discussion on DF/R and Finalization of DF/R

【8-1】  Explanation of DF/R to Philippines Side and Discussion

【8-2】  Holding of Workshop/Seminar
3rd Home Office
Work 【9-1】  Preparation of Final Report (F/R) and Submission

Stage II

Phase 3Phase 2

    図1-1　　　　調査全体のワークスケジュール
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図1-2　　フェーズ-1調査のフローチャート
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第２章  国営灌漑システム（NIS）の現状と課題 (2-1) 

 

 

2.1  国営灌漑システム（ＮＩＳ）の地区数と面積 

 

  インベントリー調査の結果、フィリピン全土に位置する国営灌漑システムの地区数は 205 で、

その灌漑可能面積(FUSA)は下表に示すように約 634,070 ha である。 

 

管区（Region）毎の NISの地区数と関連面積 
 

関連面積 (ha) 
灌漑面積 

CY2004-2005 収穫面積 管区 NISの数 灌漑可能面積
（FUSA） 

乾期 雨期 乾期 雨期 
CAR 3 22,622 13,601 13,499 11,251 11,716

I 29 48,267 22,186 30,844 22,696 31,539
II 17 46,752 37,035 30,079 27,954 24,440

MRIIS 4 84,795 75,455 74,152 62,655 58,198
III 15 58,218 34,458 36,508 35,880 39,767

UPRIIS 5 88,744 77,780 77,633 77,247 77,634
IV 45 41,543 27,460 32,616 24,230 29,484
V 15 18,732 14,610 13,935 13,778 11,355
VI 13 48,282 31,381 41,052 26,335 36,360
VII 2 5,512 2,583 2,312 2,526 2,211
VIII 16 17,295 11,920 13,661 9,371 10,679
IX 4 13,418 12,116 12,484 8,468 8,859
X 7 22,215 18,130 17,699 11,798 12,147
XI 9 29,290 28,790 29,340 18,264 20,757
XII 18 72,528 55,439 61,861 36,250 43,291
XIII 6 15,804 12,914 13,274 8,191 9,604
Total 205 634,017 475,858

(75%)
500,949

(79%)
396,894 

(63%) 
428,041

(68%)
  出典:  Inventory Survey, Management Action Plan by NIA-SMD, and Quarterly Report of  

SOME A1-AQ in 2005 (Master List) 
  注  :  詳細は Appendixの表 A2-2に示す。  
 

 

2.2 NIS が直面する問題 (2-1) 

 
a) 問題の連鎖 
 

205地区の NISのうち、1960年代後半から建設された初期の NISは、当初の計画灌漑面積を
達成していない地区が多く、また灌漑施設の機能低下に伴い、灌漑面積の伸びは停滞している。

このため NIAはハード部門では灌漑施設の改修、ソフト部門では水利組合(IA)への灌漑管理移管
（IMT）による灌漑効率化の両面から、これら機能低下した灌漑システムに対する灌漑面積の確
保に努めている。 
 

灌漑施設の改修が必要となった背景には、施設の老朽化、不適切な施設の維持管理と並んで、

森林破壊による洪水被害、堆砂による機能低下が挙げられる。森林伐採による土壌流亡、それに
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伴う河川への土砂流入/堆積は、灌漑施設に大きな影響（機能低下、灌漑面積の減少など）を及ぼ
す。これらの対策として、NIA は各灌漑施設において沈砂池の建設や堆砂排除機材/人員/予算の
確保等の対策を強いられており、限られた NIA予算を圧迫する一因となっている。また、森林の
減少による洪水被害の拡大は、頭首工、水路等への直接的被害と共に、農地への堆砂被害による

作付面積の減少が農家経済を疲弊させ、それによる灌漑水利費(ISF)の徴収率の低下によって、NIA
財源（歳入）をさらに悪化させている（次図参照）。 
 

 
 

b) 総合的な NISインベントリーの重要性 
 
NIAは NISの改修による灌漑面積の確保を重要政策の一つとしているが、現在 NISの改修に

関しては、各国営灌漑システム管理事務所（NISO）の改修要請を個別に検討し、NIA本部、及び
管区（地域）灌漑事務所（RIO）における予算の有無によりその改修対象（優先順位）を決定・
実施している。 

 
一方、自然条件の変化を考慮した NIS施設の機能低下に対する抜本的な対策を立案するため

には、流域環境の悪化に伴う洪水被害の可能性や堆砂による施設機能低下といった流域保全/管理
を含む NIS施設の現状把握と、施設改修の優先順位を包括的に考慮した NIS改修策の立案が必須
である。しかし、現在の NIAの限られた予算並びに人的資源ではこのような包括的な調査を行う
ことは困難な状況にある。 

 
NIA は近年、WB及び ADB 等の国際機関からの援助により NIS の改修調査及び改修事業の

 

山林及び丘陵地土壌の浸食、

河川洪水の増大、渇水時の河

川流量の減少 

洪水による灌漑取水

施設への被害拡大

(構造物の機能低下) 

施設維持管理費の増

大並びに灌漑用水量

の不足 

灌漑施設のよ

り一層の機能

低下 

NIA 施設管理費

の不足 

水利費徴収の低下、 

NIA 財源の圧迫 灌漑面積の減少、
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流域の荒廃による灌漑農業への影響 
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実施を行っている。この意味で、本調査業務によって実施される全国レベルの総合的な NISイン
ベントリー調査の必要性は高い。 
 

 

2.3 NIS に対する現行のインベントリー調査実施状況 (2-3) 

 

2.3.1  マスターリスト (2-3) 

 

マスターリストは基本的には水利費を課金するための基礎データであり、農地一筆ごとの番

号、面積、所有者名等地籍図に対応した情報のほか、実際の耕作者名、水利費の支払い状況等の

情報が記入されている。NIS の灌漑面積、水利費徴収率、作付率等の基本データの元になるデー
タである。 

 
課題としては、流動的な土地利用の把握が困難なことがあげられる。地域によっては、耕作

者が土地を所有者に無断でまた貸ししたり、農業用投入資材を購入できず作期途中で耕作を放棄

してしまう場合もある。加えて土地所有者が不在地主のような場合、水利費の支払い者の特定が

困難になる。これに対して NIAは、フィールドスタッフが担当地区の営農状況を確認することで
対応している。 

 
マスターリストは膨大な記録なので、マスターリスト自体は逐次上部事務所に報告はせず

NIS レベルで保管され、灌漑面積、水利費徴収率、作付率等を NISO として整理したデータのみ
が他の報告に活用される。したがって、本インベントリー調査の中でも同様にマスターリスト自

体の収集は行わない事とした。 
 

 

2.3.2 NIS 維持管理実績評価レポート (2-4) 

 
NIS 維持管理実績評価は、NIS 職員数・灌漑面積・水利費の徴収率・NIS 維持管理実績評価

及び O/M コスト等である。本レポートの主要項目は、1990 年代前半から実施されている。NIS
及び 共同灌漑システム（CIS）の予算計画及び維持管理実績の評価は、NIA 地方局及び中央
レベルで実施される。本評価レポートは、NISOで毎年 5月 15日までに作成され、NIA管区灌漑
事務所(RIO) 経由で NIAシステム管理部（SMD）に年次報告される。 

 
本評価レポートは、維持管理実施計画策定の際、有効に利用されている。今後も、有効な維

持管理計画の策定及び水利費の徴収率を高めるために、続けられることが期待される。 
 
. 

2.3.3 システム改修状況レポート (2-5) 

 
NISの維持管理実施計画は、各 NIS及び CIS毎に毎年策定され実施される。主な改修工事は、

既設灌漑システム、排水及び洪水対策工、農道の改修工事である。但し、排水及び洪水対策工並

びに農道の改修工事は、2002年で終了している。 
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維持管理実施計画は、1963年から毎年策定されており、NISOで策定され、RIOを経由して、
NIA-SMDによって確認・評価され承認される。 

 
NISの維持管理実施計画の問題点/課題は、改修工事の選定基準がない点である。今後も、こ

の問題点を解消して、有効な維持管理計画の策定及び水利費の徴収率を高めるために、継続され

ることが期待されている。 
 

 

2.3.4 灌漑可能面積・実績灌漑面積状況レポート (2-5) 

 

このレポートは1990年以来、実際の灌漑面積及び収穫面積を把握するため各NISOで集計し、
NIA-SMDに毎年報告されている。主な調査内容は以下の通りである。 

 
- 計画灌漑可能面積 (ha) 
- 実施の灌漑並びに作付面積 (ha) 
- 収穫面積 (ha) 
- 単位面積当たりの収量 (cavan/ha) 
- 作付率 (%) 

 
 
このレポートは、国営灌漑システムの運営並びに機械管理（SOME）部門の維持管理内容の

一部となっている。 
 
 

2.3.5  IA 調書 (2-6) 

 

IA 調書は 1996 に整備され、各水利組合（IA）の名前、住所、面積、人数、設立日、登録番

号、NIA との契約タイプ等の基礎情報が整理された IA の基本台帳である。多くの IA は、システ

ムの維持管理（O&M）向上のため、NIA と水路の草刈りもしくは水利費（ISF）徴収についての契

約を交わしている。それらは各々タイプ 1及びタイプ 2契約と呼ばれ、近年最も支配的な契約内

容である。現在、NIS の IA についての全国統計によると、IA の組織化率は面積の 9割、農家数の

8割に達している。また、契約農家は面積、人数とも 7割強の割合となっている。 

 

本調書の更新内容は、農家数、契約状況が主である。農家数の変動は、土地所有の流動化に

伴う変動、IA への加盟状況による変動等が考えられる。これらの項目については、今後も組織運

営上現行の更新を行っていく必要がある。 

 

本インベントリー調査では IA のサイズ、加盟率、契約タイプの確認以外は参照のみにとど

める。近年、IA のサービスエリアのサイズが注目されており、Mindanao の Lalik では 1,000 ha

近くあった IA のサービスエリアを、水系ごとに 300 ha 程度にまで分割して、運営管理の成功の

一因とした事例もあり、システム内での IA の平均サイズは本インベントリー調査でも調査項目と

している。また、組織率も重要な指標であるため調査項目とした。その他は基本情報であり、本

インベントリー調査の対象とはしていない。 
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2.3.6  IA 維持管理実績評価レポート (2-5) 

 

この IA 維持管理実績評価レポートは 1990 前半に開始され、作期(年 2回)ごとに実施されて

いる。主として IA ごとの水利費徴収率の把握を主目的として、各 IA の当該作期における灌漑面

積、作付率、単位面積収量、水利費の徴収金額及び徴収率等の情報が報告されている。 

 

本インベントリー調査では、NIS ごとの情報整理が主眼であり、各 IA の作期ごとの水利費徴

収率等の詳細情報までは検討対象とはしていない。NIS ごとのこれらの情報は他のインベントリ

ーで取得されているため、本レポートは参照のみにとどめる。 

 

 

2.3.7  IA 機能状況レポート (2-7) 

 

IA 機能状況レポートは 1996 年から実際の運用が開始されている。IA の活動状況、機能性、

弱点等を測るため、IA 毎に、1.維持管理、2.組織、3.財務、4.活動状況等の詳細を調査、指数化

して評価している。最終的には、Outstanding、Very Satisfactory、Satisfactory、Fair、Poor

の 5 段階評価で表している。ガイドラインに細目にわたり明確に点数付けすることで評価の客観

性を概ね確保している。 

 

全国の NIS の IA の機能

性についての統計は右図から、

十分機能的 (=Outstanding

及び Very Satisfactory）な

IA は平均で全体の 2 割程度、

半数は中程度(=Satisfactory

及び Fair）で、3割は機能不

全（Poor）であることがわか

る。 

 

IA 強化の開発調査の中

では、評価のばらつき、実施の形骸化等の指摘があり、また NIA の予算欠乏からくる灌漑促進ス

タッフ（IDO）不足により現場での調査状況には若干の不安が残る。しかし、IA の実情を総合的

に反映させた評価はこれしかなく、また、詳細なガイドラインにしたがって IA の現況を広範囲に

わたって網羅しており、ある程度客観的な判断が期待できることから本調査結果を活用すること

とする。 

 

 

2.3.8  国家灌漑庁運営強化計画調査 (2-8) 

 

この調査は 2001 年 JICA 調査によって実施された「国家灌漑庁強化計画調査」に中で、既存

の NISｓ及び一部の CIS の状況把握を目的に実施された。当初の計画では、毎年更新されるデー

タは構築された GIS データベースに保存される計画であった。しかし、これらのデータはその後

更新されていない。その理由としては、a) NIAの財政難によるデータ収集の困難さ、b) 適用され
ているソフトウェア（ArcView及びMS Access）のライセンス数の不足、c) それらソフトウェア

0
200
400
600
800

1,000
1,200

IA
数

1997 1998 1999 2000 2001

IA 機能評価結果

機能不全 中程度 十分機能的 NIA, IDD
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に習熟した技術者の不在等が挙げられる。また、全 NISの中で事業対象の優先順位を特定するこ
という視点がなかったため、さらにこのインベントリーシステム活用のための出口が明確に位置

づけられなかったことも、更新に結びつかなかった要因と考えられる。 
 
しかし、この調査で作成したインベントリー調査のうち、構築された GISによる地図情報（水

路系統別に利用可能な情報である）は、NIA側ではその利用ポテンシャルが十分認識されていな
いが、今後全国レベルの NIS維持管理事業で有効に活用可能なデータである。従って、GISの地
図情報については、本調査では NIA本部レベルでは電子データとして取り扱うこととし、管区灌
漑事務所（RIO）及び NIS管理事務所（NISO）などの地方レベルではハードコピーで見られる方
式として活用する方針である。 

 
 

2.3.9  国営灌漑地区水利組合強化計画調査 (2-10) 

 

2001年に JICA調査によって構築された GISデータベースに「ＩＡインベントリーマトリッ
クス」と「施設状況調査」の２項目が 2003年に JICA調査で実施された国営灌漑地区水利組合強
化計画調査の中で追加された。さらに、このGISデータべースのより一層の有効活用を図るため、
GISデータベースが設置されている４つのNIA部局に専属の担当者を配置してNIAスタッフの指
導・訓練を実施したが、現時点活用はされていない。その理由として、以下が挙げられる。 

 
- NIA で主に使われているソフトウエアーが、GIS で使われている「MS Access」に対し

て馴染みが薄い 
- GISデータベースは配置されているNIAの４つの部局における日常の業務でその必要性

が低い 
- ソフトウエアーのライセンス数が不足している 
- GISデータベースがローカルネットワーク(LAN)に接続されていない 
 

 

2.3.10  NIS 主要構造物調査 (2-10) 

 

この調査は JICA 派遣の短期専門家が 2004 年に実施したもので、主要灌漑構造物の諸元等の

基礎情報及び施設状況の把握が目的である。毎年のデータ更新は、期待はされていたものの明確

に制度化するまでには至っていなかった。情報は大別して、維持管理を含めた主要施設情報、そ

れらの写真情報（デジタル）、及び当該地区の州政府の灌漑システム管理体制情報の 3種類である。 

 

膨大な全国の灌漑システムの施設状況等の情報が収集されているが、課題はいくつかある。

まず、Region 単位では全ての地域の情報があるものの、中身を見ると情報が含まれていない NIS

も数多くある点である。システムの要である取水施設については、全国で最低 205 あるべき施設

が、132 のデータしか集まっておらず、収集率は 64 %に留まっている。また、施設情報はあって

も写真情報は含まれていない、もしくはその逆のケースもある。次に、水路を路線ごとに網羅し

ていないため、サイフォン、水管橋などの水路構造物についての情報は系統的に収集できていな

いという問題も挙げられる。 

 

これらの本調査結果は、本インベントリー調査の施設基本情報並びに状況のバックデータと

しての位置付けである。撮影された写真については、主要構造物を参照するのに活用できる。
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第３章  フェーズ１及びフェーズ II 調査で実施した調査内容の概要  

 

3.1 フェーズ I 調査 (3-1) 

 

3.1.1 インセプション・レポートの作成と内容説明・協議（国内） 

 

国内作業でインセプション・レポートの和文要約と英文を作成した。JICA 本部への説明・協

議は、2005 年 9 月 14 日に和文要約とスライドを用い JICA フィリピン事務所と衛星回線を接続し

て実施された。 

 

 

3.1.2 インセプション・レポートの説明・協議 （現地） 

 

フェーズ１現地調査の開始に当たり、フィリピン JICA 事務所に表敬し、本調査の目的、方針、

期間などについて説明を行った。NIA に対するインセプション・レポートの内容説明は、2005 年

9 月 28 日に NIA のシステム管理部（SMD）会議室で NIA の SMD 及びプロジェクト開発部(PDD)の代

表、NIA-JICA 専門家、フィリピン JICA 事務所代表、JICA 本部代表、並びに調査団の出席のもと

で行われた。説明・協議の中で討議されて主な内容は以下の通りである。詳細については添付し

た議事録に示す（添付資料-2 参照）。 

 

- インセプション・レポートの内容、調査内容、方針等について NIA 側の承認の取り付け 
- JICA 調査団員に対する NIA 側カウンターパーツの任命（SMD５名、PDD３名） 
- ３カ所のパイロット地区選定における安全面への配慮 
- JICA 調査で策定した GIS データの活用（但し、構築されたシステムについては関与しない） 
- 本調査の実施細目(I/A)で述べられている 205 地区の国営灌漑システム(NIS)に対する NIA
の責任によるインベントリー調査実施の確認 

- フィリピン側による便宜供与の確認（事務所、電話回線の提供など）と要請 
- NIS 地区に関連する荒廃した流域に対する必要データの収集（特に頭首工地点より上流の
降雨、頭首工地点の洪水量など本調査に関連するデータに限定して収集する。但し、流域

の改善・保全対策については調査に含めない） 

 

 

3.1.3 インベントリー調査の準備作業（現地） (3-1) 

 

1) パイロット地区の選定  

 

フェーズ I 調査の主要課題であるインベントリー調査票作成のための調査対象地区（パイロ

ット地区）として、以下の３地区を選定した。 

 
- AMRIS (Work Station-2)地区（Region-III） 
- Sta. Cruz RIS (Region-IV)地区 
- Aganan RIS (Region-VI)地区 

 

パイロット地区の選定に当たっては、以下に述べる選定基準を考慮した。 
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a) フィリピンの地域区分  
b) 気象特性及び雨期・乾期の灌漑水資源量の変動 
c) 灌漑施設（頭首工及び幹・支線水路）の現状と受益面積の規模 
d) 管区灌漑事務所（RIO）と国営灌漑システム事務所（NISO）の位置関係 
e) 灌漑管理移管（IMT）の実施と IA の活動状況 
f)  本調査の主なカウンターパーツ機関である NIA-SMD との協議結果並びに意向 

 

 

選定の第１ステップとして、モデル候補地区(4 地区)の選定・踏査を行った。その結果を踏

まえ、NIA 関係者と協議・検討を行い、３地区を選定した。その過程におして Sta. Maria 地区は

除外された。この地区については、同じ Region IV の Sta. Cruz 地区と比較検討した結果、灌漑

施設（特に頭首工）に問題を抱える Sta.Cruz 地区を選んだことから除外される結果となった。 

 

パイロット候補地区 
 

候補地区名 Region 現況灌漑可能面積
(ha) 

備考 

AMRIS (Working Station 
II) 

Region III 2,175  

Sta. Cruz RIS 1/ Region IV 2,184  

Sta. Maria Region IV   801 除外 

Aganan RIS Region VI 4,467  

 

 

AMRIS 地区については、当初 Working Station II のうち、Division II-A 地区（現況灌漑可

能面積 1,050ha）のみを選定していた。しかし、2005 年 10 月 14 日に開催された NIA 関係者との

協議結果から調査対象面積を拡大したい意向が提案され、結果的に Working Station II 全体を調

査対象地区とした。 

 
表 3-1 は選定された３カ所のパイロット地区の主要な特徴を示す。 

 

 

2)  インベントリー調査票（案）の作成と検討  

 

インベントリー調査の内容については、大項目として以下の内容とした。 

 

I.   NIS の一般情報 
II.  水資源並びに灌漑用水情報 
III. 洪水及び排水情報 
IV.  灌漑・排水施設機能情報 
V.   組織、施設の維持管理並びに水管理情報 

 

これらの大項目について、NIA が実施している現行の各種インベントリー調査の内容（中・

小項目）を参考にして具体的なインベントリー調査票を NIA-SMD と共同で予備的に作成した。 

 

大項目の中の中項目の内容は以下の通りである。 



表 3-1         インベントリー調査のために選定された３カ所のパイロット地区の主要な特徴  

 
Items AMRIS (Working Station: II) Sta. Cruz RIS Aganan RIS 

1.  Location    
1.1  Region III (Bulacan), Tambubong、San 

Rafael, Bulacan 
IV (Laguna), Region IV、Pila、
Laguna 

VI (Iloilo), Tacas Jaro, Iloilo City 

  1.2  Climate Type (Annual Rainfall) Type-1 
2,674 mm (1961-1982) 

Type-1 
1,861 mm (1961-1986) 

Type-1 
1,686 mm (1958-1983) 
 

2.  Irrigation System    
2.1  Official Opening of System 1925 1958 1925 
2.2  Improvement History of Main 

 Facilities 
Improved by Japan Grant Aid 
Program (1998) 

No Improved Improved by Japan Grant Aid 
Program (1998) 
 

3.  Present Main Facility Conditions 1/    
3.1  Diversion Dam Well-Managed Severely Damaged Poorly-Maintained 
3.2  Main & Lateral Canal Normally-Maintained Normally-Maintained Normally-Maintained 

 
4.  Irrigation Water Resource    
  4.1  River Name  Angat River  Sta. Cruz River Aganan River 
  4.2  Water Resources Bustos Diversion Dam (Rubber) Sta. Cruz Diversion Dam (Ogee) Agana Diversion Dam (Ogee) 

 
5.  Irrigation Service Area and Main Crop    

5.1  Designed Service Area Area of Working Station II: 
2,231 ha (31,485 ha) 2/ 

4,133 ha 5,500 ha 

5.2  Firmed-up Service Area 2,175 ha (26,791 ha) 2/ 2,184 ha 4,467 ha 
5.3  Main Crops 

       Wet Season 
       Dry Season 

 
Paddy 
Paddy 

 
Paddy 
Paddy 

 
Paddy 
Paddy 

5.4  Average Farm Size 1.6 ha/house hold 1.1 ha/house hold 2.0 ha/house hold 
 

6.  Irrigators Association 8 IA  (95 IA) 4 IA 7 IA 
1/  :  Well-Managed  :  presenting in the ranges more than 80 percent of the original functionality 

 Poorly maintained  :  presenting in the ranges less than 50 percent of the original functionality 
 Severely damaged :  presenting serious situations of facilities with critical deterioration through loss of function 
2/ :  Figures in parentheses show the whole service areas in AMRIS. 
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   Part I.   NIS の一般情報 
- NIS の名前と位置 
- システムの運用開始時期 
- 灌漑用水源と水利権量 
- 当初計画の灌漑面積及び現況灌漑面積 
- 灌漑地区に関連する市町村 
- 土地所有者数、農家数、平均土地所有面積 
- 灌漑施設 
- 主要作物及び作付率 
- 水利組合(IA)の数及びその活動状況 

 
Part II.  水資源並びに灌漑用水情報 
     2.1  利用可能水源量 
     2.2  灌漑必要水量 
     2.3  営農状況 
     2.4  平均年おける利用可能水源と灌漑必要水量による収支 
     2.5  水利用に関する評価と問題点 
 
Part III. 洪水及び排水情報 
    3.1  洪水 
     3.2  排水 
     3.3  洪水及び排水に関する評価と問題点 
 
Part IV.  灌漑・排水施設機能情報 
     4.1  頭首工 
     4.2 幹・支線用水路 
 
Part V.   組織、施設の維持管理並びに水管理情報 

       5.1  維持管理組織 

       5.2 灌漑施設の維持管理状況 

 

 

3.1.4 インベントリー調査の実施 (現地) 

 

インベントリー調査票の確定を目的とした３地区のパイロット調査地区におけるインベント

リー調査は、以下の日程で NIA と共同で実施した。 

 

インベントリー調査実施工程 

 

パイロット地区名 
調査団によるインベントリ

ー調査 
調査結果の回収 

AMRIS 2005年 10月 17日‒10月 18日 2005 年 10 月 24 日 

Sta. Cruz RIS 2005年 10月 20日-10月 21日 2005 年 10 月 28 日 

Aganan RIS 2005年 10月 24日-10月 26日 2005 年 10 月 28 日 

 

 

各地区のインベントリー調査開始に当たり、各 Region（管区）の NIA Regional Irrigation 

Office（NIA 管区灌漑事務所）のマネージャーに表敬し、調査の目的、調査内容、さらに次年度

以降のインベントリー調査に対する各管区灌漑事務所の役割などについて説明を行った。 
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調査は Aganan RIS 地区を除き２日間の日程で、調査の概要説明、インベントリー質問事項に

対する聞き取り・記入作業を調査団主導で行なった。これは、今回の調査の目的がインベントリ

ー調査内容の確認・確定が主目的であったためである。調査結果については、約１週間の間に国

営灌漑事務所（NISO）担当者が精査を行い、電子ファイルで NIA-SMD に提出して貰うよう要請し

た。各地区の調査には、NIA-SMD のカウンターパーツも同行してもらい、適宜必要な技術指導を

行った。Aganan RIS に対する調査はマニラから遠距離に位置する事から、３日間にわたり調査を

継続した。 

 

上記の調査結果にもとづいて予備的に作成した調査票（調査内容）を修正・加筆、さらに調

査手法等の変更を行った。当初、調査は Water Master(水管理人)、ゲートキーパー（主要なゲー

トの管理人）から水利用状況並びに灌漑施設の維持管理を聞き取る方針を計画したが、これらの

NIA スタッフはそれぞれの分野に特化したスタッフで、システム全般の情報を得る事は困難であ

る事が明らかとなった。この事から、NISO のスタッフで、水源及び施設技術者、O&M 責任者など

から聞き取る方法に変更した。 
 

インベントリー調査の初期に実施した AMRIS 及び Sta. Cruz RIS 地区については、その後調

査票を変更した事から、2005 年 11 月 10 日及び 11 日の両日にわたり各 NIS 地区の追加調査を行

うと同時に、NISO の担当者によるインベントリー調査のトライアルに立ち会い、適宜指導を行っ

た。 

 

 

3.1.5 ワークショップ・セミナーの開催 （現地） (3-7) 

 

上述のように、フェーズ１現地調査の主要課題であるインベントリー調査の調査票を３カ所

のパイロット地区をベースに予備的に作成した。残りの 202 カ所の NISs に対するインベントリー

調査は、2005 年 12 月から 2006 年 3 月頃までの期間に作成された調査票をベースに、NIA の管理

責任のもとで実施された。 

 

このため、調査の円滑かつ効率的な推進を図るため、NIA（特に各 Region の NIS の維持管理

責任者）並びに関係省庁（DA、DENR など）の関係者の出席のもと、2005 年 11 月 22 日にインベン

トリー調査に係るワークショップ・セミナーを開催した。 

 

調査団による説明内容は、調査の目的、調査内容並びに方針、調査期間などについてプロジ

ェクターを用いて説明を行い、その後作成したインベントリー調査票の詳細説明を行った。調査

団から NIA 関係者に以下の資料を配布した。 

 

 1. 作成したインベントリー調査票 
 2. 調査票への記述要綱（ガイドライン） 
 3. 調査工程表  
4. 以上のデータを保存したフロッピーディスク（各 Region に１セット） 

 

 

3.1.6 プログレスレス・ポートの作成並びに説明・協議 (現地)  

 

フェーズ I 現地調査の活動内容、調査・検討結果を取り纏めたプログレス・レポートを作成
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した。レポートの構成は以下の通りである 

 

第１章 調査の背景及び目的 
第２章 国営灌漑システム(NIS)の現状と課題 
第３章 フェーズ１調査で実施した調査内容の概要 
第４章 調査結果の予備検討並びに今後の検討方針 
第５章 今後の調査実施内容並びに方法 

 

 

レポートの説明・協議は、2005 年 11 月 30 日に NIA-SMD の会議室で NIA 関係者の出席のもと

行われた。協議結果については添付した議事録に示す（添付資料-3 参照）。 

 

 

3.2  フェーズ II 調査 (3-9) 

 

3.2.1  インベントリー調査結果の整理並びに予備的分析・評価（国内） 

 

NIA が実施したインベントリー調査のうち、フェーズ II 調査の開始時点（2005 年 5 月 23 日）

までに入手できた NIS インベントリーデータ数は 140 地区であった。このうち国内作業期間に資

料の整理・分析した地区数は、約 50 地区である。これらの整理・分析したデータに基づいて、現

況の NIS の状況、更に調査票の問題点等について予備的に分析・評価作業を行った。 
 

 

3.2.2  インテリム・レポートの作成と内容説明・協議（国内） 

 

フェーズ II 調査の調査内容及び方針、更に上記の予備的に分析したインベントリー調査結果

などを取りまとめたインテリム・レポート（英文）を作成した。作成したインテリム・レポート

の内容について、2005 年 5 月 11 日に JICA（本部）並びに関係機関への説明・協議を行った。 

 

 

3.2.3  フィリピン関係機関への表敬並びにインテリム・レポートの内容について NIA への説明・協議 
 

フェーズ現地調査は 5 月 23 日から開始された。開始に当たり、フィリピン JICA 事務所及び

大使館に表敬し、今回調査の目的・内容、調査方針、調査期間などについて説明を行った。 

 

NIA に対するインテリム・レポートの内容説明は、2005 年 5 月 24 日に NIA のシステム管理部

（SMD）会議室で、NIA の SMD の代表、NIA-JICA 専門家、フィリピン JICA 事務所代表、JICA 本部

代表、並びに調査団の出席のもとで行われた。説明・協議の中で討議された主な内容は以下の通

りである。説明協議結果の詳細については添付資料-４に示す。 

 
- インテリム・レポートの内容、調査内容、方針等について NIA側の承認を得た。 
 
- NIA側に対する追加カウンターパーツの要請を行った（灌漑施設改修計画を担当するカウ
ンターパーツとして Design and Specifications Department(DSD)に対して要請） 

 
- インベントリー調査結果のうち、精度の低いデータが含まれている事を調査団が指摘した。
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また現場のスタッフが慣れているローカルユニット（例えば Cavan/haなど）については、
これらを優先して用いる。 

 
- 更に、不正確かつ未回答なデータについては、出来る限り今回調査期間中に調査しその原

因を調査団と NIA双方で明らかにする。 
 
- 上記第 2項及び第 3項に関連して、2005年 6月 22日に開催される予定の NIA創立記念
の機会を利用して、全国から参加予定の Irrigation Superintendents 及び Regional 
Managerとも協議を行う。 

 
- 今後のインベントリー調査の実施時期と実施頻度（調査団は基本的に毎年を提案）につい

ては、今後検討し決定する。 
 

 

3.2.4  調査内容の問題点の把握と調査内容並びに調査票の修正（現地） (3-12) 

 

205 の NIS のうちインベントリー調査データを提出した NIS は、最終的に 160 地区（全体の

78 に相当）地区であった。これらの地区について、上述の 5つの Part（Part I～Part V）の各項

目について表に整理し分析を行った。分析結果については NIA-SMD 及び PDD スタッフと協議を行

い、必要に応じてインベントリー調査票の修正・加筆による修正を行った。 

 

上述の調査票の修正と併行して、インベントリー調査の追加調査として 13Region の代表者

（Regional Manager、 または O&M 責任者など）に対し調査実施に関するアンケート調査を実施し

た。 

 

 

3.2.5  NIS の維持管理・改善計画策定手法の検討のための現地調査（現地） (3-16) 

 

NIS の維持管理・改善計画策定手法の検討、さらに第１年次調査で実施したインベントリー

調査結果の確認及び補足調査のため、３ケ所のパイロット NIS地区への現地調査を以下の日程で
行い、現地調査並びに関係資料の収集を行った。 

  
AMRIS (Region-3)  ： 2005年 6月 13日 － 6月 17日 
Aganan RIS (Region-6) ： 2005年 6月 26日 － 6月 30日 
Cruz RIS (Region-4)  ： 2005年 7月 03日 － 7月 06日 

 
３地区のパイロット NISｓの調査結果の整理・分析作業を行った。これらの分析結果は、以

下に述べる NIS のインベントリー調査及び管理手法マニュアル、更に NIS の維持管理・改善計
画策定手法マニュアル作成のベースとなった。 
 

 

3.2.6 NIS のインベントリー調査の実施及び分析・評価手法、並びに維持管理・改善計画策定マニ

ュアルの策定（現地） (3-20) 

 

NISs に関するインベントリー調査の実施並びに NISｓ維持管理・改善計画策定手法マニュ
アル作成の検討は、NISsの a) 水資源及び水利用、b) 灌漑・排水施設の機能、更に c) 組織及び
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維持管理の３分野で以下の検討を行い、それらをマニュアルに取り纏めた。 
 
水資源及び水利用 
- インベントリー調査票の作成及び実施方法、並びに整理・分析方法 
- 量水票による水路の流量観測方法並びに水位－流量曲線の算定方法 
- 利用可能水量を考慮した雨期及び乾期作の週別適正代掻き面積の算定方法 
- 有効雨量の算定方法 
- 各Regionをベースとした水稲作物増産による事業評価の算定方法 

 
灌漑・排水施設の機能 
- インベントリー調査票作成及び実施方法、並びに整理・分析方法 
- 施設維持管理・改善計画の分類方法 
- 施設維持管理・改善計画の策定方法 

 
組織及び維持管理情報 
- インベントリー調査票作成及び実施方法、並びに整理・分析方法 
- 組織・制度・運営改善のための情報分析及び計画策定方法 

 

マニュアルの目次は以下の項目から構成されている。 

 
第１章 まえがき 
 

1.1 マニュアルの目的と必要性 
1.2 マニュアルの内容 
 

第２章 NIS インベントリー調査の実施及び分析・評価手法マニュアル 
 

2.1 インベントリー調査データの更新 
2.1.1 インベントリー調査票 
2.1.2 インベントリー調査データの更新 

 
2.2 NIS 地区数、位置及び関連面積データの更新 
2.2.1 NIA 管区(Region)別の NIS の地区数及びその位置 
2.2.2 各 NIS の面積（灌漑可能面積（FUSA）、灌漑面積、収穫面積） 

 
2.3 インベントリー調査結果の分析・評価手法 
2.3.1 インベントリー調査データの整理 
2.3.2 インベントリー調査結果の分析・評価及びポテンシャル並びに問題点

の解明 
 

第３章 NIS の維持管理・改善計画策定手法マニュアル 
 

3.1 NIS に適用されている維持管理基準 
3.1.1 水資源及び灌漑用水の利用 
3.1.2 灌漑・排水施設機能 
3.1.3 組織及び維持管理 

 
3.2 NIS の維持管理、改善計画（MRI）策定手法 
3.2.1 水資源及び灌漑用水の利用 
3.2.2 灌漑・排水施設機能 
3.2.3 組織及び維持管理 
 



 

3-9 

3.3 NIS の維持管理・改善計画及び評価 
3.3.1 NIS の総合評価 
3.3.2 全 NIS の維持管理・改善計画及び評価 
 

3.4 NIS の維持管理・改善計画(MRI)における優先事業選定手法 
3.4.1 経済的な維持管理・改善計画の策定 
3.4.2 各 NIA 管区レベル並びに全国レベルにおける NIS の維持管理・改善事

業の優先事業選定手法 
 

第４章 NIA 管区灌漑事務所及び NIA本部によるマスターファイルデータの統括と管理 
 

4.1 関連組織 
 
4.2 NIA 管区レベル及び NIA 本部レベルにおけるマスターファイルの管理 

 

 

3.2.7  ドラフト・ファイナル・レポート (DF/R) の作成 （国内） 

 

  2005 年９月から開始された２回の現地調査及び国内作業で検討した内容、さらに関係機

関との協議結果などにもとづいて、本調査の検討結果を取り纏めたドラフト・ファイナル・

レポート(DF/R)を作成した。DF/R は以下の２分冊からなる。 

 
- Main Report 
- Manual (本文 + インベントリー調査票 + 資料編) 

 

 

3.2.8  DF/R の NIA 側への提出とワークショップ・セミナーの開催（現地） (3-26) 

 

第３次現地調査の開始に当たり、NIA 側に DF/R を提出した。ドラフト・ファイナル・レ

ポート(DF/R)の説明・協議は、以下に示すように 2006 年 9 月 21 日及び 22 日の両日にわたり

ワークショップ・セミナーを開催し、全国の各管区灌漑事務所(RIO)の代表者の出席のもとで、

DF/R の内容説明並びに協議を行った。 
 
9月21日 ： NISインベントリー調査の実施と整理・分析・評価手法について 
9月22日 ： NIS維持管理・改善計画策定手法について 
 

ワークショップ・セミナーを通じて、特に調査団は以下の内容について強調し、NIA 側

にインベントリー調査の継続を要請した。 
 

- インベントリー調査のオーナーシップは NIA 側にあり、自主的なインベントリー調査
の実施・継続を期待する。 

 
- インベントリー調査は毎年実施する事とし、調査期間は地域により異なるが、基本的
に 4月から 11 月の間とする。 

 
- インベントリー調査結果を整理・分析し、灌漑施設の改修優先度の検討を行い、12 月
に各 RIO ごとに作成される次年度の事業実施計画（Program of Works:PoWs）に反映さ
せる。 
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- 本調査で検討した優先事業の検討は、全 NIS205 地区のうち約半分に相当する 99 地区
であったが（残りの地区はデータの精度が低いか、若しくはデータの未提出のため優
先事業の検討不能地区）、次年度以降この数値を高めるよう NIA は最大限の努力を払
うよう勧告した。 

 
上記ワークショップセミナーの討議内容を取り纏めた議事録を作成した（添付資料-5参

照）。 
 

 

3.2.9  ファイナル・レポートの作成（国内） 

 

上記のＤF/R に対する NIA 側コメントを反映させてファイナル・レポート(F/R)を作成し

た。ファイナル・レポートは以下の 3分冊から構成されている。 

 
和文： 和文要約 
英文： Main Report 
        Manual 

 

添付資料-6 は DF/R に対する NIA 側のコメント並びに提案とその対応方針を示す。
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第４章  調査結果の分析・評価  

 

 

4.1  パイロット地区におけるインベントリー調査結果の分析・評価 (4-1) 
 

4.1.1  水資源並びに灌漑水利用状況 (4-1) 

 

インベントリー調査の重要な課題の一つは、利用可能水源量と必要灌漑水量の水収支バラン

スの検討である。３地区のパイロット地区での水収支の検討に当たり、以下の資料を収集した。 

 

- 頭首工の流域内及び頭首工並びに受益地区近傍の月別降雨量 
- 灌漑用水量算定のための有効雨量 
- 頭首工地点の月平均流量（頭首工地点の流量記録が無い場合には、近傍の他流域の流量記
録から流域比率を用いて算出） 

- 頭首工からの取水量 
- 灌漑必要水量 
- 灌漑面積並びに収穫面積 

 

これらの河川流量、取水流量及び灌漑必要水量について、３地区のパイロット地区を比較す

ると以下のように要約される。 

 

３地区の水収支バランス 

 

灌漑システム 
頭首工地点の河
川流量 

平均取水量 
灌漑必要水量
(CY2004-2005)

作付率 (%) 
(CY2004-2005) 

AMRIS 16.95 8.69 1/ (51%)2/ 8.69 152 

Sta. Cruz RIS 4.52 3.25(72%) 2.16 183 

Aganan RIS 1.73 1.23(71%) 1.53 145 
      1/ : South 幹線水路の流量 

2/ : 河川水量に対する平均取水量の割合 

 
 

以下に３地区の水収支バランスの概要を述べる。図 4-1 は３地区の月別水量のバランスを示

す。 

 

AMRIS 地区（Region III） 

AMRIS 地区の灌漑水量は Angat ダムから発電用に放流される水量に依存している。その流量

は平均年で 33.17 m3/sec である（但し 4-5 月の乾期を除く）。平均河川流量に対する取水量

の割合は、平均 51%である。流量記録によると平均取水量に比べ平均河川流量は、遙かに大

きい。この事は Angat ダムによる調整効果によるものである。しかしながら、4 月から 5 月

は、ダムからの発電放流量が調整されるため、灌漑用水への供給量は厳しい状況となる。 

 

Sta. Cruz RIS (Region IV) 

Sta. Cruz RIS の平均取水量 3.25 m3/sec は、平均河川流量にほぼ等しい。この事は平均年に

おいて河川流量をほぼ全量取水している事になり、水量的には問題のない地区と考えられる。

CY 2004-2005 年の作付率も 183％と高い数値を示している。 
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Aganan RIS (Region VI) 

Aganan RIS の特徴は雨期と乾期の水量差が極度に異なっている事である。即ち、乾期流量は

殆ど期待できない事である。この原因としては、乾期の雨量が少ない上に、森林伐採や焼き

畑農業の進入など流域の荒廃が進んでいる事が推測される。これらの事から、用水不足は深

刻な状況となっている。今後、節水灌漑対策の検討が必要である。 

 
 

4.1.2 灌漑・排水施設の機能状況 (4-5) 

 
選定された 3 カ所のパイロット地区（AMRIS、Sta.Cruz RIS 及び Aganan RIS）の NIS インベ

ントリー調査結果の分析・評価を行った。以下に検討結果の概要を示す。 

 

灌漑施設の機能状況 
 
工     種 施 設 の 状 況 維 持 管 理 工 事 改 修 工 事 

1.  AMRIS (Region III)   
1.1 頭首工    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 土砂吐、堤防及び護岸工、 洪水吐、 
浚渫/排砂工事 堆砂 洪水吐、土砂吐、  
1.2 水路    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 ブストス南幹線水路、 幹線水路付帯構造物、 

支線水路、 
支線水路付帯構造物、 

浚渫/排砂工事 堆砂 ブストス南幹線水路、 幹線水路付帯構造物、 
支線水路、 
支線水路付帯構造物、 

再塗装工事 錆  支線水路付帯構造物ｹﾞｰﾄ 
2.  Sta. Cruz RIS (Region IV)   
2.1 頭首工    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 取水工、 洪水吐、土砂吐、 

堤防及び護岸工、 
浚渫/排砂工事 堆砂  洪水吐、土砂吐、 
再塗装工事 錆 土砂吐ｹﾞｰﾄ、取水工ｹﾞｰﾄ、  
2.2 水路    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 幹線水路、支線水路、 

幹線水路付帯構造物、 
 

浚渫/排砂工事 堆砂 幹線水路、支線水路、 
幹線水路付帯構造物、 
支線水路付帯構造物、 

 

再塗装工事 錆 支線水路付帯構造物ｹﾞｰﾄ、  
3.  Aganan RIS (Region VI)   
3.1 頭首工    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 洪水吐、土砂吐、取水工、 

堤防及び護岸工、 
 

浚渫/排砂工事 堆砂 土砂吐、取水工、 洪水吐、 
再塗装工事 錆 土砂吐ｹﾞｰﾄ、取水工ｹﾞｰﾄ、  
3.2 水路    
補修/改修工事 損傷/洗堀/流失/漏水 幹線水路、支線水路、 

 
幹線水路付帯構造物、 
支線水路付帯構造物、 

浚渫/排砂工事 堆砂  幹線水路、支線水路、 
幹線水路付帯構造物 
支線水路付帯構造物 

再塗装工事 錆  幹線水路付帯構造物ｹﾞｰﾄ、 
支線水路付帯構造物ｹﾞｰﾄ、 



図4-1                ３カ所のパイロット地区における水収支検討結果

 AMRIS (Reg-III)         (unit : m3/sec)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave.

Average River Runoff Discharge  (ARRD) (total) 34.55 36.05 30.81 18.26 9.28 31 34.61 31.76 31.91 37.41 48.39 53.95 33.17

Average River Runoff Discharge  (ARRD) (South 17.97 18.75 16.02 9.49 4.64 15.5 17.31 15.88 15.96 18.71 25.16 28.05 16.95

Average Diverted Intake Discharge (ADID) 13.90 13.58 12.47 7.14 2.57 5.92 8.24 6.97 8.18 6.52 6.66 12.18 8.69

Irrigation Water Requirement in CY (IWR) 18.7 18.7 18.54 16.82 12.38 8.45 7.4 5.44 9.51 12.31 14.96 18.07 13.44

1/ : Estimated by the proportion of irrigation areas in South Main Canal against whole irrigation areas.

         Dry season  (Nov - Apr )    : 52 %
         Wet season (May - Oct.)    : 50 %

 Sta. Cruz (Reg.-IV)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave.

Average River Runoff Discharge  (ARRD) 5.79 4.49 3.53 2.62 2.69 3.36 3.85 4.28 4.87 5.51 6.54 6.73 4.52

Average Diverted Intake Discharge (ADID) 4.07 2.66 2.33 1.97 1.67 1.97 3.81 2.87 3.85 4.3 4.65 4.79 3.25

Irrigation Water Requirement in CY (IWR) 3.11 3.23 3.2 3.03 2.56 1.32 1.55 0.82 1.3 1.08 2.07 2.7 2.16

 Aganan RIS (Reg.-VI)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave.

Average River Runoff Discharge  (ARRD) 0.98 0.22 0.37 0.59 0.77 1.6 3.56 3.07 2.33 3.98 2.04 1.27 1.73

Average Diverted Intake Discharge (ADID) 0.65 0.36 0.11 0.11 1.23 1.81 1.74 1.76 2.15 2.24 1.58 1.03 1.23

Irrigation Water Requirement in CY (IWR) 1.99 2.15 2.34 2.15 1.36 2.25 0 0 2.73 0 1.72 1.62 1.53

        (unit : m3/sec)

        (unit : m3/sec)
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4.1.3 維持管理組織並びに維持管理費状況 (4-10) 

 
1)  維持管理組織 
 

3 カ所のパイロット地区の維持管理面での主要な指標は下表のとおりである 

 

項目 単位 全国平均 AMRIS SCRIS ASBRIS 
1) FUSA*1 / 職員数     
1. FUSA/職員数 ha/ 人 196 170 168 179 
2) 採算指数と O&M コスト/FUSA       
2. 採算指数   1.10 0.96 0.68 1.15 
3. O&M コスト/FUSA Peso/ha 1,125 1,523 1,164 715 
4. 歳入/FUSA Peso/ha 1,221 1,395 950 691 
3) メンテナンス指数           
5. メンテナンス指数   5.3 4.0 6.0 5.5 
4) 事業費/FUSA           
6. Program of Works 
(PoWs) 

Peso/ha 1,201 1,142 1,008 687 

 内維持管理費 Peso/ha 489 539 266 225 
 内改修費 Peso/ha 712 603 742 462 
5) 作付率           
7. 作付率 % 140 135 132 132 
6) 水利費徴収率           

8. 水利費徴収率 % 

62
(53 %; 
SMD
2004)

36 34 47 

7) 水利組合           
9. 平均サイズ ha 413 277 615 486 
10. 加盟率 % 75 100 100 79 
11. 機能性ポイント   1.7 1.7 0.8 1.8 

*1 FUSA: Firmed-Up Service Area, 実灌漑可能面積 

 

各指標を概観すると、職員一人当たりのサービスエリア(FUSA)は 3 地区とも全国平均より小

さく、職員数が平均値を若干上回っていることを表している。採算指数は ASBRIS を除く 2地区は

1.0 を下回っている。歳入額からは SCRIS 及び ASBRIS は歳入不足に苦しんでいる状況がわかる。

メンテナンス指数は、AMRIS で特に不十分なメンテナンス活動状況を示している。事業費につい

ては、AMRIS は平均値並みで、SCRIS は維持管理費が不足しており、ASBRIS は維持管理費、改修

費ともに低投入である。 

 

NIS の状況については（ 5）以下の項目）、3地区とも、作付率では若干、水利費徴収率では

大幅に全国平均を下回っている。ただし、水利費徴収率については、サンプル数、算出方法の違

いにより、本調査の結果（62％）は SMD が算出している値（53％）を上回っている。IA について

は、サイズは、全国平均の 413 ha に対し、277 から 615 ha となっており、加盟率は ASBRIS でも

約 8 割、他の 2 地区では 100％で高水準となっている。IA がどれだけ機能しているかを測る機能

性ポイントでは、AMRIS と ASBRIS では平均値並みだが、SCRIS は非常に低い。因みに全体の調査

結果からは、IA の機能性ポイントと水利費徴収率の間にある程度の相関関係が認められ、ポイン

トが１上がると 12％程度の徴収率の上昇が期待できる結果となっている。 
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2)  維持管理 

 
他の維持管理の情報に加えて、維持管理費の投入分野及び費用を把握するため、過去 5 年間

の各 NIS における実施事業についての費用を以下のグラフに示す。左のグラフは年間合計金額を

示している。ちなみに面積当たり投入金額は、AMRIS で 972 ペソ/ha、Sta.Cruz で 1,199 ペソ/ha

である。右のグラフは各工種に投入された費用を示したものである（過去 5年間の平均）。 

 

 

 
4.2  全 NIS に対するインベントリー調査結果の分析・評価 (4-17) 

 

  インベントリー調査結果によると NIS の全地区数は 205 であるが、このうち調査結果を提出

した NIS は 160 地区であった。しかし、このうちデータの精度が低い地区、また不正確なデータ

を含む地区を除いた結果、本調査の分析・評価に用いられた最終的な NIS は 99 地区となった。こ

れらのデータにもとづく NIS 全体の分析・評価結果は以下のように要約される。 

 

2000 591 浚渫, 水路 0
2001 7,946 浚渫, 排水 0
2002 450 水路ﾗｲﾆﾝ 1,112
2003 4,146 道路補修 980
2004 5,455 道路舗装 0

頭首工修繕 1,042
河川導水 0
排水路改善 429
施設改善 0
組織開発 16
その他 138

年間事業費総額
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調査対象 NIS       ： 205 NIS（データは 97%の NIS が提出） 

  分析・評価の検討に用いられた NIS ：  99 NIS 

  調査・分析結果 

     

水資源及び灌漑用水の利用 

- 河川流量（101NIS）及び取水量（97NIS）が観測されていない 
- 水需要似合わせたゲート操作が行われていない（ゲートの全開） 
- 適切な水配分が実施されていない 

  

灌漑・排水施設 

- 良好な機能状況の灌漑・排水施設が少ない（ 29%） 
- 維持管理を必要としている灌漑・排水施設が多い（53%） 
- 改修を必要としている灌漑・排水施設が多い（ 18%） 
- 維持管理が十分でないゲートが多い（ 64% ） 
- 流水による洗堀・損傷された施設が多い( 58%) 
- 堆砂のために機能低下している取水施設が多い (15%) 
- 堆砂のために通水機能が低下している水路が多い(37%) 

 
組織と維持管理 

NISO及び NISの維持管理面の能力向上を図る事が重要である。そのため、以下の項目
について分析、更に全国平均や優良値と比較し、維持管理面での能力向上の改善を図る

必要がある。 
- 灌漑面積（FUSA）と人員 
- 採算指数 Validity Index)と単位 FUSA当たりの運営費 
- 維持管理指数 (Maintenance Index) 
- 単位面積（FUSA）当たりの事業費 
- 作付率 
- 水利費徴収率 
- 水利組合の活動状況 

 

 

4.3  灌漑・排水施設改善事業(R/I)優先度付けの検討 (4-24) 

 

各灌漑・排水施設の維持管理（Maitenance）並びに改修（Rehabilitation 及び Improvement：

R/I）事業計画の検討を行った。このうち、前者の施設の維持管理については従来の NIA の維持管

理業務の中で実施してきた通常業務で実施する計画とした。一方、後者の R/I 事業については、

各 Region（管区）における各システム間の改修優先度について技術的な透明性を図ることが重要

である。 

 

このため、以下の要因を考慮した灌漑・排水施設の改修優先度の検討を上述の 99 地区の NIS

を対象に行った。 

 

- システム改修の緊急性 
- 改修による事業効果 
- 水源開発のポテンシャル 
- 事業規模及び事業の即効性 
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- 関連組織 (NIS/NISO及び IA)の維持管理能力 
- 地域経済への貢献度 

 

 

  優先度付け評価の手法は、以下に示すように上記各要因の総合得点方式で検討を行った。 

 

各要因のウエイトと得点配分 

 

得点 
要因 点数配分

高い 中 低い 
総合得点 

システム改修の緊急性 30 5 3 1  
改修による事業効果 20 5 3 1  
水源開発のポテンシャル 20 5 3 1  
事業規模及び事業の即効性 15 5 3 1  
関連組織の維持管理能力 10 5 3 1  
地域経済への貢献度 5 5 3 1  

合計 100     
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第５章   今後のインベントリー調査の実施と調査・検討結果の統括・管理 

   

 

5.1  今後のインベントリー調査の実施 

 

  今後の NIS インベントリー調査の実施については、調査団並びに NIA 関係者で協議を行い以

下の内容を決定した。これらの調査頻度並びに調査時期については、2005 年 9 月 21 から 22 日の

間に開催されたワークショップ・セミナーでも各管区灌漑事務所(RIO)の O&M 関係者の承諾を得た。 

 

インベントリー調査の頻度と時期 
 
- 調査頻度 ： 毎年 
- 調査時期 ： 4月－11月(事業実施計画書（PoWs）への反映） 

 
 
  図 5-1 はインベントリー調査の実施並びに各時期における整理・分析事項、さらに NIA 関係

部局の役割を示す流れ図である。今後のインベントリー調査を NIA が円滑かつ予定通り実施する

ため、NIA 本部を含め各管区灌漑事務所（RIO）にインベントリー調査票、整理・分析方法を記し

た記載要綱などを含めたコンパクト・ディスク(CD)を作成し提供した。 

 

 

5.2 インベントリー調査結果の統括・管理に係る関連組織とデータの統括・管理 (5-1) 

 

  インベントリー調査の実施とデータの統括・管理に係わる NIA の関係部局は、以下に示すよ

うに管区（Regional）レベルでは NIS、RC(NISO)及び RO である。一方、中央レベルでは NIA-SMD

である。 

 

インベントリー調査データの統括と管理 
 

- 関係機関 
 Regional Level : NIS, RC(NISO), RO 
 Central Office : NIA-SMD 
 

- データの統括と管理方法 
 NIS : 調査原データ（ペーパーファイル） 
 RC(NISO) : RC 内の集計・チェックデータ（CD) 
 RO : RO 内の集計・分析、優先度評価データ 
                     （CD 及びホストコンピューター） 
 NIA-SMD : 全国の集計・分析、優先度評価データの統括 
                    （CD 及びホストコンピューター） 

 

 

   表 5-1 はインベントリー調査の整備・分析データ、及び維持管理・改善事業計画(MRI)の優先

度分析・評価データ等に関する NIA 関係部局による統括・管理項目を示す。 

 

 

 



図 5-1         インベントリー調査の実施並びに各時期におけるデータの整理・分析事項及び NIA 関係部局の役割 
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表 5-1     インベントリー調査データ及びその分析・評価結果の NIA 関係部局による統括・管理 

 
Data Data Stored in Host Computer 

Form No. Data Title ＲＣ/NISO
Regional 

Office 
NIA-SMD 

Form AR-1 NISs Number, Location and Related Areas by Region 〇 〇 〇 
Form IS-1 Inventory Survey  〇 〇 〇 

Form TB-1 Tabulation of Inventory Survey Results for the Sector of Water Resources, Irrigation Water Use 
and Flood and Drainage Information 〇 〇 〇 

Form TB-2 Tabulation of Inventory Survey Results for the Sector of Functionality of Irrigation and Drainage 
Facilities (General Information and Dimension 〇 〇 〇 

Form TB-3 Tabulation of Present Conditions for the Sector of Functionality of Irrigation and Drainage 
Facilities 〇 〇 〇 

Form TB-4 Evaluation of NIS Inventory Survey Results for the Sector of Functionality of Irrigation and 
Drainage Facilities 〇 〇 〇 

Form TB-5 Tabulation of Inventory Survey Results for the Sector of Organization and Operation and 
Maintenance 〇 〇 〇 

Form PW-1 Monthly Average River Discharge 〇   
Form PW-2 Monthly Average Diverted Intake Discharge 〇   
Form PW-3 Evaluation of Development Potential for Seasonal Water Resources 〇   
Form DM-1 Calibration Table of Canal Discharge (Rectangular Canal) 〇   
Form DM-2 Calibration Table of Canal Discharge (Trapezoidal Canal) 〇   
Form DM-3 Developed Stage-Discharge Curve and Calibrated Stage-Discharge Table (Rectangular Canal) 〇   
Form DM-4 Developed Stage-Discharge Curve and Calibrated Stage-Discharge Table (Trapezoidal Canal) 〇   
Form DM-5 Description Guidelines for Discharge Measurement and Development of Stage-Discharge Curve 〇   

Form DM-7 Weekly Report of Farming Activities, Actual Water Supply and Problems 
Encountered 〇 〇  

Form OP-1 Operation Plan for Water Delivery Schedule  〇 〇  

Form CT-1 Classified Table of NIS Facility Scale for the Sector of Functionality of Irrigation and Drainage 
Facilities (General Information and Dimension)  〇  

Form CT-2 Classified Table of Present Conditions for the Sector of Functionality of Irrigation and Drainage 
Facilities  〇  

Form PR-1 Evaluation Table for Prioritization of MRI Works  〇 〇 
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第６章  提案及び勧告 (6-1) 

 

 

  本調査の提案及び勧告として、NIS インベントリー調査の実施及び分析・評価手法、さらに

NIS の維持管理・改善計画策定手法に区分して以下の項目について提案・勧告した。 

 

NISのインベントリー調査の実施及び分析・評価手法 
 
- 精度のあるデータからなるインベントリー調査の完全実施 
- インベントリー調査の継続(NIA 内の通達等による規定・制度化による）と SMD に

よる各 Regionへの指導並びにモニターリング 
- 水文データ（河川流量及び取水流量）の観測・収集と水管理業務への有効利用 
- NIA管区灌漑事務所（RIO)及び NIA本部（CO)によるデータファイルの管理 
- NIA-SMDによる指導・支援 

   

NISの維持管理・改善計画策定手法 
 
- 施設の通常の維持管理（Maintenance）と改修（Rehabilitation及び Improvement)

事業の区分と実施 
- NIAの厳しい財政事情を考慮し、今後の改修事業費軽減を図る維持管理計画の策定 
- NIAの技術基準に基づく適切な改修計画の策定 
- 技術面から見た灌漑・排水施設の優先事業選定プロセスの透明性と検討結果の事業実

施計画書（PoWs）への反映 
- NIA職員の能力向上 
- 水利組合（IA)の強化 
- 末端施設の維持管理のための NIA による水利組合(IA)及び農民へのキャンペーン実

施 
- インベントリー調査の継続及び施設の維持管理・改善計画策定の制度化 
- 渇水期の灌漑用水管理方法 
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