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APPLICATION FORM FOR TECHNICAL COOPERATION FROM JAPAN 
 
1. Date of Entry:  July 27th, 2005. 
 
2. APPLICANT:   Government of Chile 
 
3. PROJECT TITLE: Risk management and Land use planning at regional and local 

levels in the Region of Coquimbo. 
 
 
4. IMPLEMENTING AGENCY: Ministry of Planning and Coordination, through the Regional 

Ministerial Secretariat of Planning and Coordination (SERPLAC), 
Region of Coquimbo 
Address: Arturo Prat Nº 350, La Serena, CHILE  
Contact Person: Iván Bravo Urrutia, Regional Ministerial Secretary 
SERPLAC, Region of Coquimbo.  
Telephone Nº: (56-51)-224483 / (56-51)-225952 
Fax Nº: (56-51) 213389 
Email: serplac04@mideplan.cl 

 
 
 
5. Background of the Project 
(Current conditions of the sector, Government’s development policy for the sector, issues and 
problems to be solved, existing development activities in the sector, etc.) 
 
 
The ideas about disasters as the product of Nature are being reassessed. Nowadays these are 
interpreted as the result of misalignment between processes of Society and of the Environment. 
It is understood that vulnerabilities and risks grow continuously. In addition to hazardous natural 
phenomena, it is necessary to understand the operation of the processes by which Society, its 
organizations and institutions, its inhabitants, its governments, the private sector, etc., may 
increase or decrease said misalignment. Such ideas are now part of the bodies of teaching of 
international, world conference and congress declarations made on risk reduction, in the frame 
of the International Decade for Natural Disaster Reduction 1990-2000 promoted by the United 
Nations.  
 
In past decades the concerns about investment risk of the World Bank, the Inter-American 
Development Bank and other international moneylenders had been directed to large 
infrastructure projects (such as hydroelectric power plants, reservoirs, and freeways, among 
other). For each they demanded (and demand in advance) studies pointing to material feasibility 
and sustainability of each work, to ensure payment of the contracted debt. In this decade, 
however, diverse organizations have reoriented their views. They are more and more centered on 
problems derived from city-planning and demographic growth in the cities, and on threats and 
risks stemming from the interaction between these and other Society building processes, with the 
Environment, with Nature’s own dynamics – seen as an imperfect encounter.  
 
These new visions have arisen from various initiatives; the World Conference on the Human 
Environment (Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992), the Final Declaration of the International 
Conference on Disaster Management in Metropolitan Areas for the 21st Century (Aichi/Nagoya, 
Japan, 1993), the Cartagena Declaration in the Inter-American Conference on Natural Disaster 
Reduction (Cartagena, 1994), and the Yokohama Declaration in the UN’s World Conference of the 
International Decade for Natural Disaster Reduction (Yokohama, Japan, 1994). Recently, the 
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World Conference on Human Settlements (Habitat II) 1996 held in Istanbul focused all its 
reflections on urban issues, particularly those found in large cities.  
 
In an article made public at the Yokohama World Conference, the Division Manager for 
Environment Policy of the World Bank summarized the problem areas of disasters in modern 
societies, especially in the cities of developing countries (Munasinghe, 1994):  
 
The growing scale of urban-industrial activity is aggravating environment degradation in cities 
located in developing countries, and increasing the vulnerability of city dwellers, both to natural 
and technological disasters. Sustained development in urban areas requires a balanced approach 
based on economic, social and environmental criteria. An integrated analytic structure is needed 
to examine the main links between sustained urban development and vulnerability, particularly in 
large cities. It is necessary to determine the physical and social impact of disasters and its 
economic value.  
 
The balance between investment projects, market incentives and regulatory measures to improve 
environment management and reduce vulnerability requires the assessment of relative costs and 
benefits of these actions. The existence of information, the education level of city dwellers, risk 
perception and political motivations all play an important role. Another major issue is the 
participation and action of local governments, especially those that obstruct local community 
participation and action. A greater effort is required to drive local administrators to reinforce 
disaster preparation, prevention and mitigation, to redirect municipal expenditure, and to learn 
from the experience of other local communities.  
 
Disasters that took place during the past decade in large cities helped create awareness about 
the implications of potential catastrophes in urban sprawls. For instance, the earthquakes in 
Northridge (California, USA, 1994) and Kobe (Japan, 1995); the mudflows in Central America 
(1997); Hurricane Mitch in El Salvador (1999); and the tsunami in Indonesia (2004). In these cases 
it was also evident that the greatest damages were related to the use of inadequate, soft land for 
city-planning purposes.  
 
In fact, from a global concept of Risk Management, Disaster Management is the result of a 
particular combination of two components: Threat (a physical, natural or anthropic phenomenon) 
and Vulnerability (social).  
This view highlights the conditions of a society which make it prone to suffer the impact of a 
small, medium or large physical phenomenon – that is to say, its Vulnerability. Disaster is 
regarded as the product of a process, through which vulnerabilities are developed historically. 
These express the misalignment of Human Beings, of their ways of settling down, building, 
producing and coexisting in the natural physical surroundings.  
 
According to United Nation estimates, at the beginning of the 21st Century there shall be 25 cities 
with more than 10 million inhabitants, 18 of which would be in developing countries. 50% of the 
world population in developing countries shall be concentrated in less than 3% of the terrestrial 
surface. Furthermore, by the year 2025, 80% of the Urban Areas will be located in the Third 
World. 
 
Disaster Prevention is a fundamental strategy for Sustainable Development, since the resources 
invested in measures allotted to Disaster Prevention make it unnecessary to use resources 
earmarked for social development, to face emergencies.  
 
"Disasters in Latin America and the Caribbean are a growing issue. Their impact is becoming 
greater due to the prevailing development models or styles in the region.  
Population growth, city-planning processes, land use trends, the process of significant population 
segments becoming poorer, the use of inadequate organizational systems, and pressure on 
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natural resources have all continuously made the population more vulnerable in face of a wide 
range of natural hazards.”  
 
"The disaster issue should be understood as an unresolved problem of development, in the sense 
that disasters are not per se events of Nature, but rather situations arising from the relationship 
between Nature and the organization and structure of society. The policies of urban and regional 
development, as well as sectorial economic and social policies in general do not take into 
account the issue of disasters. On occasion, they increase the vulnerability. In few cases have the 
concepts of prevention and mitigation been duly considered in the planning of development in 
the countries of the region."  
 
"Most countries in the region have set up agencies or governmental systems for risk reduction and 
preparations for disasters, which have not achieved effective results. This, due to the lack of 
political will and to the fact that their approach has basically been focused on response and aid 
in the event of an emergency, and not on the systematic and organic execution of prevention and 
mitigation actions. For the greater part, said organizations follow centralized models that do not 
involve in an adequate manner the local levels of power (such as local governments) or 
community organizations, or other manifestations of civil society.” 
 
Social and economic damage produced by disasters is considerably greater in developing countries 
than that experienced in developed countries. It is necessary to grant a higher priority to Disaster 
Prevention, with a view to a sustainable development. Poverty increases vulnerability to disasters.  
 
The loss of GDP at the hands of natural disasters is approximately 20 times greater in developing 
countries than in developed nations: the number of victims is 150 times greater. Urban explosion 
in the Third World is no longer related to industrialization (as is the case in developed countries), 
but rather to incorrect development policies on a national scale. Mega-cities in developing 
countries double their size every 12 or 15 years, but the poorer areas of such cities double their 
size every 7 years! The deficient quality of its constructions and technologies used, the lack of 
basic infrastructure elements and lack of understanding of the effective capacity of the natural 
environment to sustain urban growth, all make such spontaneous urbanization in the more 
informal parts of the cities especially vulnerable. Environment disturbance, the lack of social and 
institutional organization that usually leads to disasters in a city, all curb the development in 
developing countries. (The direct damage resulting from the 1972 earthquake in Managua 
represented a 209% of Nicaragua’s GNP). Although most natural hazards are inevitable, it is 
possible to take precautions against or to mitigate their effects.  
 
To all intents and purposes, disasters undermine development efforts and waste development 
resources. If the propensity for disasters or environment frailty in some zones is well known, it 
would be a grave mismanagement of resources not to include said propensity in the planning.  
Even if it were “cheaper” to let disasters happen instead of preventing them, there generally is a 
consensus that wide-spread human suffering should be avoided as far as possible. The 
development strategy of most cities is based on a project-by-project approach (sector investment 
projects). If the environmental limitations for such projects are not taken into account, then new 
natural hazards could be created or the existing ones be increased in terms of frequency or 
severity. In this way, the cumulative effect of multiple independent decisions can lead to serious 
environmental crises.  
 
A development policy should be based on a socio-economic and environmental approach. The 
1987 Brundtland report stated that "even though man has for some time been aware of the 
effects of economic growth on the environment, the time has come to question in what measure 
can environmental aggressions affect our financial prospects. In fact, the causes and effects are 
inextricably intertwined." 
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The created environment forms part of the vulnerable physical elements that are exposed to 
natural threats. Natural threats should be taken into account when designing, building and 
maintaining human settlements.  
Many factors have an influence on the increase or decrease of an area’s vulnerability in the face 
of the probability of the occurrence of natural events. For instance: location; regional and urban 
planning; design, construction and maintenance of the works; population density; concentration 
of socio-economic activities; the financial organizational and cultural capacity of the population 
to assume an acceptable level of development of prevention, mitigation and preparatory 
activities to avert the occurrence of disaster.  
 
Basic information is required for the formulation of plans, programs and/or projects oriented to 
achieve an effective Risk Management to prevent Disasters. It comprises the identification and 
assessment of natural or man-made threats to which a settlement is exposed; of the vulnerability 
of its physical, social, economic and cultural dimensions; and of existing Risk levels. To include 
participatory land use planning in the frame of the concept of a safe and sustainable 
development establishes the possibility of making a creative, innovative contribution which is 
integrated to diverse visions of regional society (community, productive, academic, or union 
visions, that of social organizations, etc.). This, in search of articulating better responses that 
reduce the possibilities of human and material damages in the territories or areas which are 
exposed to natural phenomena. 
 
 
The major local and regional issues 
 
BACKGROUND 
The Chilean territory in general has been a constant setting for the occurrence of phenomena 
with natural origins (such as earthquakes, mudflows and floods, among other) that have affected 
the population and generated significant economic losses. This is especially true for the Region of 
Coquimbo, formed by the Provinces of Elqui, Limarí and Choapa. These disasters are the result of 
the lay of the land which presents frailty conditions in an area having a considerable level of 
exposure to different threats. Furthermore, its vulnerability derives not only from structural 
factors (in terms of little resistance to threats), but especially from organization forms: 
 
Land use planning that does not include the risk variable, production modalities that present 
some weaknesses as to threat consideration, and in general, development processes that do not 
internalize the preventive scheme, consequently displaying significant levels of frailty that 
conditions sustainability.  
 
In addition, the presence of situations such as a marked tendency towards population 
concentration and urbanization. These characteristics stand out among factors determining 
vulnerability and risk.  
In terms of urban concentration (a risk determining factor), Ovalle, La Serena y Coquimbo amass 
65% of the Region’s population. As highlighted, they evidence a strong trend toward urbanization, 
thereby emphasizing or manifesting poverty and concentration issues. 
 
 
RECENT IMPACTS OF DISASTERS IN THE REGION OF COQUIMBO 
The interest area has a history of disasters that is especially related to the occurrence of 
destructive earthquakes and floods. 
 
The Coquimbo Reconstruction Plan attests to the damage potential of the last destructive 
earthquake, which took place on October 14th, 1997. Main losses were with regard to:  
Sanitation 
Housing 
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Public construction 
Health 
Education 
Telecommunication 
 
Housing: one of the most affected sectors. The reconstruction stage required an investment of 
$45,449,081 (Chilean pesos, expressed in thousands). 
 
Health: the sector registered damages to 7 rural first-aid posts and to 6 of the 9 hospitals in the 
Region. Replacement costs amounted to $8,757,739. 
 
Education: this sector has to date required the building of 43 schools and an investment of 
$14,262,948. 
 
It is worth noting that, according to Reconstruction Costs by District, there are some interesting 
facts: 
• The highest costs took effect in Limarí, where total investment in the Province amounted 
to $25,579,988. This represents 60.86% of the total Reconstruction Plan. 
 
• Secondly, the Reconstruction Plan in the Province of Elqui amounted to $13,259,145, 
equivalent to a 29,26% incidence. 
 
• Lastly, it being understood that replacement costs are unwanted effects of disasters, it is 
relevant to point out that the total amount of $71,352,5181 was allocated to reconstruction.  
 
It is noteworthy that this detail makes the direct losses clear. However, in order to estimate the 
impact of the disaster one should include data regarding indirect impact. For instance, what did 
it mean to Coquimbo the fact that 6 of the main hospitals of the Region of Coquimbo were 
affected? What is the impact of 43 educational establishments being affected? What type of 
actions can be derived from this situation? In what way is the education function compromised? 
What is the impact on population? 
 
The above provides a different view and helps create the real picture of risk and unwanted losses 
or impacts. 
 
 
Shift in the Paradigm: from “handling emergencies” to “risk management” 
 
ACTIONS TOWARDS CHANGE 
 
As of the year 2000, which marks an important line in the sphere of vulnerability reduction 
strategies, actions in connection with disasters are moving towards a new paradigm: Risk 
Management. This way of acting stems from:  
• Taking into account risk construction mechanisms, which are the result of hazards and 
vulnerability.  
• Identifying strategies to include prevention in development planning. 
 
In the frame of the National Process of Sustainable Development that emphasizes risk 
management and administration, the Chilean Ministry of the Interior approves in March 2002 the 
National Plan of Civil Defense, which abolishes the Supreme Decree of the Interior that approved 
the National Emergency Plan. 
 

                                                   
1 Amounts expressed in currency value Dec. 2002, Reconstruction Plan for the Region of Coquimbo (1997) 
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“The Plan seeks precisely to strengthen preventive activities, without neglecting the continuous 
improvement of preparatory activities and disaster or emergency response. It thereby becomes 
an illustrative instrument for decentralized Management, in accordance with specific realities of 
risks and resources in each geographic area of the nation.” 
 
Among the specific objectives of the National Plan of Civil Defense, it is possible to highlight: 
• Having a multi-sector planning in connection with Civil Defense, illustrative in nature, 
oriented to the development of permanent actions for the prevention and response to 
emergencies and/or disasters in the country, with a global risk management view as a starting 
point. 
• Having a national frame in Civil Defense management as a basis for regional, provincial 
and district planning, according to the respective realities of risks and resources. 
 
The most important trigger of change that the Plan has is the inclusion of Prevention for the 
reduction of unwanted impacts. This is a change in attitude with regard to the improved capacity 
to act in emergencies. 
 
In fact, it defines the objective of prevention in the frame of Risk Management: PREVENTION 
 
It comprises all activities aimed at suppressing or avoiding, once and for all, that events created 
by Nature or human activities should cause any harm. 
Moreover it unites mitigation and recovery tasks in a single objective, namely risk management. 
 
The inclusion of prevention in a System which is distinguished for being participatory and multi-
sector is an opportunity and a challenge. This, because a framework already exists, one that 
requires permanent, planned, concerted and strategic action to reduce risk conditions, and to 
optimize the operational management of emergencies. 
 
Thus it is from said action that it poses a contribution to the National Process of Sustainable 
Development, under the clear modality in risk management constituted by the multi-sector and 
participatory approach of the various players that conform the National Civil Defense System 
which the ONEMI (National Emergency Bureau of the Ministry of the Interior) coordinates. 
 
In the context of a unitary country with a structured administration at national, regional, 
provincial and district levels, however, it becomes necessary to define modalities for exclusion 
from the Plan at regional and local levels.  
 
It is noteworthy that, although it is an illustrative instrument, the guideline, in its spirit, is 
generating spaces in which it is possible to find a tie with land use planning instruments, and 
administration and management modalities in existence. 
 
From what has been set forth, certain elements arise that appear to be crucial for finding those 
ties and that define the nature of the strategy to be adopted: 
• The search for the consolidation of the Development Process. 
• The insertion of the prevention issue being understood as actions to intervene risk and 
prevent or suppress the impact on people, property and the environment. 
• A participatory approach. 
 
Civil defense is performed by a System made up of Services and Institutions, and coordinated by 
the ONEMI. 
All members maintain their own structure and have total freedom to adapt their organization in 
order to achieve maximum efficiency in the compliance of their functions.  
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COMPARATIVE ADVANTAGES TO IMPLEMENT PREVENTION IN A COUNTRY THAT HAS INTERNALIZED 
STRATEGIC PLANNING  
 
In terms of Strategic Planning, it is important to emphasize that the Chilean tradition is a key 
factor associated to a low vulnerability condition, from the institutional point of view.  
 
As a matter of fact, the planning guideline anticipates certain principles (depicted in the 
Regional Plan). To highlight but a few: 
• Timeliness 
• Realism 
• Coherence 
• Global approach. 
 
This administration context and the principles mentioned constitute a strong point, in connection 
with the challenge of reducing vulnerability and implementing the National Plan in the Region of 
Coquimbo. 
 
In fact, in order to implement Prevention and ensure the sustainability of the Regional 
Development Process, the following is needed:  
• INSTITUTIONAL STRENGTH of the Planning and Management Entities. 
• A definition of vulnerability reduction strategies. 
• A revision of competence and functions of the Planning and Management Entities, in 
accordance with the agreed strategies. 
• A progressive adjustment of the existing regulations. 
 
These objectives can only be attained by means of coordinated and agreed actions that are 
timely, coherent and all-encompassing. Those are the guidelines that are guaranteed in the 
context of the current Regional Planning. 
 
 
The present situation 
 
The Region of Coquimbo appears to be an area that: 
• Is the setting of destructive events, such as earthquakes and floods, and may be a 
potential scenario for the occurrence of Tsunamis. 
- Shows distinctive danger situations with regard to level of exposure to different kinds of 
threats. 
• Possesses an area of singular importance at national and regional levels, given the 
concentration of productive and service activities, which not only satisfy regional. 
• Is an important node in the marketing framework toward international markets. 
 
 
In September 2002 an analysis conference was held among the various institutions related to the 
handling of emergencies, in the frame of a UNDP Mission (Bureau of Crisis Prevention and 
Recovery). The purpose was to design a situation chart, detailing the main strengths, weaknesses 
and challenges for emergency and risk management in the Region of Coquimbo. 
 
The objective of this instance is to determine the levels of vulnerability as a result of the 
weaknesses, and as an instance that needs to be overcome, in order to reduce risks. Strengths 
are regarded as part of the capital, or the possibility to drive that change. 
 
This leads to considering RISK as a result of the relation between:  
 
THREATS * VULNERABILITY 
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An equation in which it is feasible to intervene the vulnerabilities to reduce risks and costs 
related thereto (losses post-disaster). 
 
EDUCATION SECTOR 
Strengths: 
At the present time, the Education Sector sets forth its interest in including prevention. 
 
Weaknesses: 

- Failure to take advantage of the Sector’s resources, no agreement on lines of action with 
other sectors, no work done to promote Prevention Culture. 

- The School Safety Plan developed by the ONEMI and the Ministry of Education has lacked 
force to be internalized. 

 
Challenge: 

- To establish inter-institutional work modalities for the purpose of implementing the issue 
of prevention, consolidating Prevention Culture, and promote strategic involvement of 
the Sector within the Civil Defense System. 

 
HEALTH SECTOR  
This is a strategic sector in the scheme of the Civil Defense System. It is a vital infrastructure, 
whose functioning is essential during an emergency. Moreover, it is key in normal times. 
Consequently it requires planning and management that adapt to determining factors arising from 
the potential occurrence of different threats. 
  
Strengths: 

- It can be said that the Sector has carried out significant work ‘inwards’.  
- There are vulnerability studies of hospitals in the Region.  
- Emergency Plans have been designed. 
- Human resources have been formed. 
- Funds are allocated to hospital repairs. 
- Structural repair works are under development. 

 
Weaknesses: 

- Authorities point out a risk situation of the main node for the care of Trauma being 
affected, namely the Hospital of Coquimbo. This condition is critical in case of 
earthquakes and tsunami, due to the fact that both threats are related to the possible 
occurrence of fractures and other types of serious trauma.  

- Another weakness was highlighted, deriving from the difficulty and insufficiency of 
information transfer to the population.  

- Work is performed without strategic links to other sectors.  
- In case of a tsunami, there is possible risk associated to the fact that the Hospital of 

Coquimbo could only provide car to the region. This, as it is possible that the access 
routes to the north could be interrupted, thereby affecting the functioning and efficiency 
of the system. 

 
Challenges: 

- The observed situation demands an optimization starting from the integration with other 
sectors, especially Education and Sanitation, to name but a few. 

 
TOURISM SECTOR  
This is an activity having a significant involvement in the economy of the Region. In addition it is 
distinguished by the following: 
• Population concentration. 
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• Population that is not familiar with its surroundings. 
• Heavy investment in real estate. 
• Investment in services rendered to tourism. 
 
Weaknesses: 

- The risk variable is not included. 
- There are no contingency plans for the tourist zones. 
- There are no specific precautions that include the risk variable and guide the installation 

of tourist infrastructure and investment in tourism. 
- Lack of alarm systems in coastal areas. 
- No safe areas have been determined. 
- Traffic conditions make possible evacuation difficult. 
- A potential contamination situation is noted, derived from emission discharge to the 

coastal strip. These could be affected in case of earthquakes or tsunami, and be left 
outside the system. 

 
Trend: 
The observed trend is an increased risk of the population, and uncertainty as to investment in 
tourism, due to the headway of activities in danger zones. 
 
Challenges: 

- To include the risk variable in sector development strategies. 
- To carry out activities to reduce sector vulnerability. 
- To increase the safety margin during the conduct of activities and to safeguard 

investment in tourism. 
 
 
STRATEGIC INFRASTRUCTURE: COMMUNICATIONS AND TRANSPORT 
The scope of vital systems comprises Port and Airport Infrastructure and Road Networks. 
 
These constitute part of the equipment which is strategic given its service feature. Due to this, 
should it be affected, it could compromise trade processes, the regional connectivity and the 
very internal connectivity. 
 
In fact, damage to the Ports of the Region could set limits on moving cargo towards foreign 
markets, thereby affecting the marketing chain. 
The disablement of airports, particularly that of La Serena, has a nation-wide impact because 
said airport renders services to domestic trade.  
 
In addition, the concessioned freeway Route Nº5 is an international route (being part of the Pan-
American Route). It mobilizes not only tourism in the region, but is also the component of the 
road network that mobilizes cargo from production areas in the North and South to international 
markets (by sea). Furthermore, it is a strategic North-South corridor.  
 
Having been concessioned recently, it is in excellent maintenance conditions. It presents an 
important rendering of services to transport (fuel supply stations, truck stops, washing facilities, 
etc.) and services to tourism (telephones, restaurants, hostels, etc.). Should it experience 
damage, it could determine connections between the northern part of the country and the 
capital city Santiago de Chile. 
 
Strengths: 

- It is an infrastructure that has a high level of safety given its structural condition. 
- It has considerable level of services that are rendered in an efficient manner to cater the 

needs of diverse users. 
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- It dynamically channels cargo and passenger transport. 
- It promotes regional and inter-regional connectivity. 

 
Weaknesses: 

- It is a single main freeway, due to the lack of other road networks available which could 
serve to alleviate the system. 

- It caters the operation needs of other strategic infrastructures: ports and airports. 
- It evidences vulnerable nodes, represented by works of art, such as bridges, that are very 

exposed to floods. 
- In tourist areas, it acts as a border element which presents an obstacle for evacuation 

and connectivity of the sector. This situation is a risk factor, both for pedestrians and 
vehicle traffic. 

 
Challenges: 

- To include the risk variable in sector development strategies, and as a feasibility variable 
of infrastructure works. 

- To carry out a detailed analysis of the vulnerability of routes and network. 
- To conduct actions for the reduction of vulnerability in the sector. 
- To articulate the structural measures needed to reduce the vulnerability of risk nodes. 

 
 
REGIONAL COMMITTEE OF CIVIL DEFENSE 
In the frame of a National Civil Defense System that is participatory in nature, the conformation 
and operation thereof depends to a great extent on the degree of internal consolidation and on 
the structure the Committee has at a Regional level. 
 
Strengths: 

- Acknowledgement of ONEMI as national coordinator of the system. 
- Leadership of DIREMER (Regional Emergency Management) in the scope of the Region. 
- Participatory work in the scope of the Region. 
- Existence of a Regional Emergency Plan. 
- Involvement of the University as a strategic player in the Committee, with an emphasis 

on its responsibility in determining the danger levels. 
- Integration of Response Organizations to the Regional Committee. 
- Acknowledgement and integration of the District Committees. 

 
 
Weaknesses: 

- There is no professionalization of the public officials who are designated to perform 
duties in the Civil Defense Committee. 
In this sense, DIREMER public officials point out this issue that becomes especially evident 
in that: 

- With the exception of ONEMI at a national level, the public officials have shared duties. 
That is to say, they cannot perform permanent activities in the Committee. 
In addition, it presents the further difficulty that the rest of the Committee members are 
volunteers. 

- The priority in DIREMER actions is the emergency and preparations for an emergency. 
- The vision of preparations is given with a perspective of reducing disasters and improving 

operational management of the Emergency. 
However, in order to implement the National Plan of Civil Defense it is necessary to 
realize work as a process in PREVENTION. This action requires a model outside 
emergencies and constant pre-disaster work that involves the different players that make 
up the System. 
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Challenges: 
- Designing of a stable Chart, set up in the sphere of Coordination of the Committee with 

COREMI (Ministerial Regional Committee) and the District Committees. 
- A trend towards progressive professionalization. 
- Improving capacities for working on risk management and prevention. 
- Work of process with an emphasis on Prevention. 
- Improving conditions to set up forums for the implementation of the risk issue and for 

coordinated work. 
- To become a channel for information transfer to the Organizations that are members of 

the System and to the population in general. 
- To include risk information about risk maps and damage assessment in routine work. 

 
 
6. Outline of the Project 
6.1 Overall Goal 
(Development effect expected as a result of achievement of the “Project Purpose” in several 
years after the end of the project period) 

 
The main objective is to reduce the vulnerability of human settlements in the face of 
catastrophic events of a physical, natural or anthropic origin. 

 
 
6.2 Project Purpose 
(Objective expected to be achieved by the end of the project period. Elaborate with 
quantitative indicators if possible) 
 

The aim is to include risk management and land use planning in models and instruments 
of land use planning at regional and local levels. 

 
 
6.3 Outputs 
(Objectives to be realized by the “Project Activities” in order to achieve the “Project Purpose”) 

 
Land Use Planning 
To increase the safety condition and sustainability of the regional development process, 
and decrease risk levels by means of introducing the risk variable to the process of 
development planning. 
 
Inhabitability 
To improve equipment of Environment and Land Use Management, in order to reduce the 
vulnerability level of cities to natural hazards and in particular that of strategic services 
and infrastructure. 

 
Human Safety 
To promote participation, so as to transform the Community into a strategic Player in 
order to reduce risk conditions. 

 
Risk Management Plan 
With regard to risk management, the following has been set forth: to include the 
PLADECO (District Development Plan); to design some form of risk management plan 
comprising three instruments (Risk Maps, Risk Zoning, and Mitigation Plans). 

 
Territorial Information for the local level 
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To reduce the degree of uncertainty, and increase the efficiency of actions, starting from 
knowledge and transfer of situations of danger, risk and vulnerability and of the 
determining factors. 
 
The inclusion of risk management at a regional and local level requires the availability of 
basic territorial information in formats and scales that are accessible to the technical 
staff of the regional and local administration levels. In that sense, the Territorial 
Information System which exists in the Region of Coquimbo and the nodes set up in the 
municipalities at the request of the “Más Región” Program (International Cooperation 
Project of the European Community) constitute an interesting advantage to benefit from 
implemented resources, keyed to the risk management issue. 
 
Skills Development 
To reinforce and generate skills for Risk Management at the different levels by means of a 
participatory process of skills development, that has as a result a progressive reduction of 
risks, thereby contributing to the sustainability of its development processes. 
 

 
6.4. Project Activities 
(Specific actions intended to produce each “Output” of the project by effective use of the 
“Input”) 
 

The execution of the following activities is proposed: 
 
In connection with Land Use Planning: 

 Revision and updating of the zoning of risk areas at a regional and local level, for the 
purpose of having information to establish the determining factors for land use. 

 
With regard to the improvement of Inhabitability: 

 Analysis of human settlements located in high risk zones, with its respective analysis 
of threats and social vulnerabilities. This should culminate in the recommendation of 
relocation measures, if necessary, or of risk mitigation. 

 
In connection with Human Safety: 

 Formulation of prevention plans and response to emergencies originated by 
phenomena caused by Nature, man and/or productive activities, in a participatory 
manner with the local and regional communities. 

 
 
With regard to Risk Management Plans the following activities have been proposed: 

 Risk Maps  
This is an eminently graphic tool that makes it possible to speedily and clearly 
identify the attributes of specific zones or terrains in which human settlements, their 
economic activities and strategic community infrastructure are located, and the 
threats or disturbing phenomena to which they are exposed. These risk maps shall 
constitute a relevant input for the implementation (or adjustment) of regulations 
defined in the District Regulatory Plans. 

 Risk Zoning  
For the definition of zones as low risk; medium risk which can be mitigated; high risk 
which can be mitigated; high risk that cannot be mitigated (these should become 
protection zones, restricting human settlements and solely regulating recreational 
uses). 

 Mitigation Plan  
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In zones defined as medium or high risk which can be mitigated, the occurrence of 
one or more hazards causing damages is possible. However it is technically, socially 
and economically viable to carry out mitigation and protection works. One could 
mention structural measures that intervene vulnerability; complementary measures 
that reduce vulnerability; maintenance measures that preserve conditions at the 
lowest risk possible; reactive measures (such as early warning system and citizen 
mobilization); and reconstruction or recovery measures (such as emergency and/or 
contingency plans). 

 
 

In connection with Territorial Information, the basis of the project would be focused on: 
 Compiling and organizing the available information, as to natural risks (Risk Maps, 

Map making of populated centers). 
 Formulating studies of simple methodologies for the making of risk maps. 
 Processing and broadcasting the information about risks to institutional users. 

 
With regard to skills development, the following is proposed: 

 To have seminars and workshops oriented to the players who are involved in the 
formulation of these instruments in municipalities and regional institutions, with 
special emphasis on participatory planning. 

 To reinforce technical charts in: 
o The making of risk maps with SIG tools. 
o The creation of zoning with the participation of the community and 

association to PLADECO.  
o Techniques of Analysis and Land Use Planning. 

 
 
From the point of view of Human Safety, the assistance activities of the project shall have the 
following basic principles: 
 
Assistance centered in the people 
An assistance that values the empowerment of the people (the increase of risk management 
capacity). 
An assistance that values the benefits it represents to socially vulnerable people (persons who 
live in impoverishment and in risk zones). 
A global assistance made up of different sectors (land use planning, development of investments 
that include the risk variable, education and skills development). 
An assistance to contribute to sustainable development of the local communities, addressing the 
government as well as the community level. 
 
 
6.5. Input from the Recipient Government 
(Counterpart personnel (identify the name and position of the Project manager), support staff, 
office space, running expenses, vehicles, equipment, etc.) 

 
Name and Post of the person in charge of the project: 
Carlos Cereceda Meneses, Architect, former JICA scholarship holder (1997). 
Professional of the Studies Department, SERPLAC. 
Planning and Studies Division. 
 
Participation of 3 - 4 public officials of SERPLAC, former JICA scholarship holders whose 
duties would be collaboration and direct support in the project. 
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Internships in Japan for public officials from public institutions of the region, related to 
the formulation of land use planning instruments (SERPLAC, MINVU – the Chilean Ministry 
of Housing and City planning, GORE – the Regional Governments, MUNICIPALITIES, OREMI – 
the Regional Emergency Bureaus). 
The resources provided by the Chilean Government refer to the wages of each and every 
public official of the State, who would go to the aforementioned internships. 
 
 

6.6. Input from the Japanese Government 
(Number and qualification of Japanese experts, training (in Japan and in-country) courses, 
seminars and workshops, equipment, etc.) 

 
Japanese experts for the consultancy missions in the Region of Coquimbo, CHILE, with 
experience in Risk Management and Land Use Planning. 
Courses of skills development, seminars and workshops held for Chilean scholarship 
holders, in the frame of the internships that the project includes. 

 
 
7. IMPLEMENTATION SCHEDULE 
May 2006 – May 2009 
 
 
8. IMPLEMENTING AGENCY 
(Budget, staffing, etc.) 
 
The Ministry of Planning and Cooperation, through SERPLAC (Regional Secretariat of Planning and 
Coordination) of the Region of Coquimbo. 
 
Said Regional Secretariat has a staff of 22 public officials - 12 of which are permanent staff (with 
a contract) – in order to perform at a regional level the tasks entrusted to them by the law: 

- The design and implementation of regional development policies, plans and programs. 
- The proposal of public investment goals and the assessment of investment projects 

financed by the State. 
- The harmonization and coordination of the different initiatives of the public sector 

oriented to the eradication of poverty. 
- The direction of international cooperation that the country should receive and provide. 
- The implementation and execution of policies and programs oriented to priority groups 

(children, youths, senior citizens, the handicapped, women and indigenous people), 
through its related services. 

Its functional structure is organized under the direction of SEREMI (the Ministerial Regional 
Secretariat), into two Departments: 
The Department of Studies and the Administrative Department. 
The Department of Studies, in its turn, is organized in 5 areas: Planning, Investments, 
Management Control, the Chile Solidario Program and the Territorial Information System. 
 
 
9. RELATED ACTIVITIES 
(Activities in the sector by the recipient government, other donors and NGOs) 
 
Some activities related to the emergency management and prevention measures derive from the 
functions that the legal framework assigns to the functional structure of the State. In this respect, 
it is important to note the sphere of action of certain agencies that are associated to the 
prevention and emergency management issues, as well as to land use planning: 
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 Act Nº 19.175, the Constitutional Law of Regional Administration and Government: 
It assigns Governors and Regional Administrators the duty of adopting measures to 
prevent and address emergency situations. 
 
The Interior Government of each Region resides in the Regional Administrator, who is 
responsible for “Ensuring the observance of peace and public order and the protection of 
an individual’s life and property, within the territory under his jurisdiction.“ 
In this sense, the law grants Regional Governments the duty and responsibility of working 
on prevention issues and of increasing safety conditions. 
In addition, however, in Article 15 it stipulates that Regional Governments are 
responsible for designing development policies and programs for the region, for resolving 
the investment of resources of the National Fund for Regional Development, and for 
allocating funds to specific projects. 
Furthermore, in Article 17 it stipulates that “it shall be the duty of the Regional 
Government to establish policies and objectives for the global development of the system 
of human settlements in the region, and to ensure the protection and upgrading of the 
environment." 
 
In other words, development planning and land use planning is attributed to this 
administrative sphere. It is one of the strategic levels to include risk management and 
prevention as a part of the process. 

 
 Act Nº18.695, the Basic Law of Municipalities.   

It stipulates that the Districts can carry out prevention activities with other 
administration agents of the State. 

 
 Supreme Decree Nº 59-83. The Basic Law of ONEMI. 

It establishes the National Plan of Civil Defense. 
 
It establishes the constitution of: 
a- The Regional , Provincial and Local Committees of Emergencies – as permanent work 
commissions presided by Regional Administrators, Governor or Mayors.  
From the viewpoint of the National Plan of Civil Defense, catering to the integration of 
the national system and in the context of multi-sector participation, the committee 
should include representatives of agencies and services that, given to the nature of their 
duties, are necessary for prevention. 
 
b- The Operational Emergency Committees for the Operational Management of 
Emergencies. 
 

 The General Act of City Planning and Constructions of the Ministry of Housing and City 
Planning, which defines the instruments of land use planning and city planning. 
The Land Use Planning Instruments (which may serve as a framework for the 
implementation of the concept of Risk Management in the planning) include the 
following: the Regional Plan of Urban Development, the Coastal Inter-District Regulatory 
Plan, the District Regulatory Plan, and the Section Plans. 
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10. BENEFICIARIES 
(Population for which positive changes are intended directly and indirectly by implementing the 
project) 
 
At Community level: The people of local communities who are vulnerable in the face of disasters. 
At regional and local Government levels: The public institutions associated to land use planning 
and to land use management. (SERPLAC, Regional Governments, ONEMI, SEREMI MINVU (the 
Ministerial Regional Secretariat of the Ministry of Housing and City Planning, Municipalities). 
At central Government level: the Ministry of Planning and Cooperation, the National Emergency 
Bureau of the Ministry of the Interior, the Ministry of Housing and City Planning. 
 
 
11. SAFETY CONDITIONS OF THE PROJECT 
 
Through the Regional Secretariat of Planning and Coordination of the Region of Coquimbo, the 
Chilean Ministry of Planning and Cooperation promises the following: 
To grant priority to the inclusion of the concept of risk management in the regional planning 
instruments, and to promote the same in local/municipal management. 
To coordinate with the ONEMI (National Emergency Bureau of the Ministry of the Interior) and its 
regional agency, those actions that are conducive to ensuring an adequate link to the National 
Plan of Civil Defense, in connection to emergency prevention measures. 
To have a Territorial Information System for the Region of Coquimbo, as a geographic information 
platform which is necessary for the purposes of the project. 
To timely inform the different public institutions (services, secretariats and municipalities) about 
the qualifications and assessment mechanisms of the professionals who participate in the skills 
development in Japan. This, ensuring the professional competence of the participants and the 
compliance of the regulations and demands stipulated by JICA. 
To act as technical counterpart of the project, and to efficiently coordinate the missions of 
Japanese experts in the regional territory. 
 
 
12. OTHERS 
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添付資料－３ 調査対象地域と災害の概要 

1．調査対象地域の概要 

1－1 歴史 
コキンボ州の Elqui 河沿いには 2000 年前から狩猟先住民の文化の遺跡が残されている。同州へ

のスペイン人の入植の歴史はサンチャゴ市（1540 年）についで古く、1543 年から 1544 年にかけ

てペドロ・デ・バルディビアにより創設された。当初は Elqui 川北部の La Compania にあったが、

1549 年の先住民による攻撃で炎上し、同年、現在の La Serena の中心部がある Elqui 川の南側に再

建された。 

行政単位として州の起源は、1811 年にコキンボ県として創設されたことに遡る。現在の州は、

1979 年のチリ国での地方分権化の過程で、6 県・15 区からなり La Serena を州都とする州として

創設されたが、後に現在の 3 つの県に合併され第 IV 州となった。 

1－2 州の国土と行政区分 
チリ国は、北から順に数字が付けられた 12 の州および首都州からなる。第 IV 州であるコキン

ボ州は、国の中北部（南緯 29 度 2 分―南緯 32 度 16 分）に位置し、首都サンチャゴの北 475 km

に位置する。州の面積は 40,639 km2、人口は 603,210 人（2002 年国勢調査）であり、国内で面積

では 7 番目に広く、人口では 8 番目に多い州である。 

州にはアンデス山脈から太平洋へと流れる 3 つの主要河川があり、主要な都市は図 1-1 に示す

ように、コキンボ湾岸と内陸部の主要河川沿いに形成されている。 

州は主要河川の名前を付けた Elqui、Limari、Choapa の 3 つの県に分かれている。郡の下には合

計で 15 の区があり、さらにその下には Locaidad と呼ばれる区分がある。 
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（出典：SERPLAC） 

図１－１ コキンボ州の行政区分と人口分布 
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1－3 社会構造 
コキンボ州の各区における各種社会指標は、表 1-1 に示すとおりである。コキンボ州は過去 2

回の国勢調査が行われた 1992 年－2002 年の間の人口増加率は全国 3 位である。 

州内の人口分布、都市化率は大きな偏りがあり、人口は Coquimbo 湾沿いの Coquimbo 区, La 

Serena 区、および Limari 河沿いに発達した内陸の Ovalle 区に集中している。非識字率および貧困

層の割合はこれら大都市では低い。一方、アンデス山脈に近い内陸の区や開発の遅れた海岸部は、

人口密度も都市化率も低い区が多く、非識字率、先住民や貧困層の率も高い。 

表１－１ コキンボ州の社会指標 

Andacollo   310.3 10,288 33.2 91.8 6.5 8.8 27.5
Coquimbo   1,429.3 163,036 114.1 94.7 2.9 4.2 21.6
La Higuera   4,158.2 3,721 0.9 29.0 13.2 11.7 11.3
La Serena   1,892.8 160,148 84.6 92.3 2.6 4.4 12.0
Paiguano   1,494.7 4,168 2.8 0.0 4.5 7.5 16.3
Vicuña   7,609.8 24,010 3.2 53.8 5.6 4.5 20.5

16,895.1 365,371 21.6 89.1 3.2
Combarbalá   1,895.9 13,483 7.1 40.7 9.7 12.6 16.7
Monte Patria  4,366.3 30,276 6.9 44.1 8.8 8.0 25.2
Ovalle   3,834.5 98,089 25.6 75.2 5.2 6.0 16.3
Punitaqui   1,399.3 9,539 6.8 37.9 10.2 14.3 29.0
Río Hurtado   2,117.2 4,771 2.3 0.0 11.8 13.2 22.1

13,613.2 156,158 11.5 61.6 6.8
Canela   2,196.6 9,379 4.3 18.6 14.7 13.4 20.9
Illapel   2,629.1 30,355 11.5 71.9 7.0 11.8 22.0
Los Vilos   1,860.6 17,453 9.4 73.7 7.1 8.8 20.7
Salamanca   3,445.3 24,494 7.1 51.8 7.2 6.7 31.6

10,131.6 81,681 8.1 60.1 7.9
40,639.9 603,210 14.8 78.1 4.8合計

非識字率
（%）

先住民(%)人口

Limarí

都市化率
(%)

人口密度
(人/km2)

面積(km2)

Choapa

小計

小計

郡 区

Elqui

小計

非先住民
貧困層(%)

 
（出典：SERPLAC, 2003, Inversion Publica Region de Coquimbo, 1990-2003） 
（注：人口は 2002 年国勢調査、識字調査は 2000 年の値） 

 



3-4 

1－4 政治・経済 
SUBDERE では、表 1-2 に示すようなチリ国各州の競争力指標を 2 年毎に比較している。コキン

ボ州について見ると、経済、企業、人的資源、科学技術は 5～7 位、総合では 6 位と全国で中程度

である。 

一方、インフラ・天然資源に関しては 10 位で開発が今後の大きな課題であることがわかる。行

政に関しては区の収入、州政府の資質、市民の保安が評価項目として入っているが、コキンボ州

ではこのうち州政府の資質の項目が平均よりも高いため、国内で第 2 位であることは注目すべき

点である。 

表１－２ 各州の競争力指標ランキング （2003 年） 

No 州名 総合 経済 企業 人的資源 インフラ 行政 科学技術 天然資源
I Tarapacá 9 5 7 5 5 13 10 12
II Antofagasta 2 1 4 3 1 12 4 4
III Atacama 10 8 12 9 7 6 9 7
IV Coquimbo 6 7 5 6 10 2 7 10
V Valparaíso 7 4 10 4 3 11 8 11
VI O'Higgins 11 9 8 13 8 10 12 1
VII Maule 12 12 9 10 12 9 13 2
VIII Biobío 5 11 6 7 6 5 5 5
IX La Araucanía 13 13 13 11 11 8 11 6
X Los Lagos 4 10 3 12 9 4 1 3
XI Aisén 8 6 11 8 13 1 6 8
XII Magallanes 3 2 2 2 4 3 3 9
RM Metropolitana 1 3 1 1 2 7 2 13  
（出典：SUBDERE, 2005, Informe Indice de Competitividad Regional） 

 

コキンボ州の主な産業は、図 1-2 の土地利用図に示す用に、Elqui, Limari,Chapa の 3 河川沿いの農

業、Coqumbo 湾での漁業、鉄などの鉱業である。図 1-3 に示す水需要の構成を見ても、コキンボ

州（IV 州）は灌漑が 90 %以上で、鉱業がこれに次いでおり、州の産業の特徴が反映されている。 

観光産業については図 1-4 に示す様に Coquimbo 港への巡航船数、旅客数は近年急速に増加して

おり、このため Coquimbo 湾岸沿いの観光施設の建設も目立っている。 
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（出典：CONAF, 2003） 

図１－２ コキンボ州の土地利用図 
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    （出典：MOP, 2006, チリ国水資源管理マスタープランの展望） 

図１－３ 各州の水需要の構成 （緑：灌漑、青：飲料水、紫：工業、灰：鉱業） 
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     （出典：Coquimbo 港公社 年報, 2004） 

図１－４ Coquimbos 港の旅客数・巡行数の年変化 
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2．災害の概要 

2－1 地震災害 
コキンボ州周辺で発生した歴史地震について M6.0 以上を図 2-1 に示す。同地域は海側のナスカ

プレートが陸の南米プレートに沈み込む地帯であるため地震活動は活発であり、（1657 年－1985

年の期間で 61 個）内陸では震源が深くなる傾向があることが分かる。また、海側で地震が発生し

た場合は、多くの場合津波を伴っている。 

 

 
（出典: :SISRA, National Earthquake Information Center,USGS） 

図２－１ コキンボ州周辺で発生した歴史地震 (1647 年-1985 年, M>=6.0) 
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チリ国の耐震基準（NCh433, 1996 年）では、国全体を期待される地震動レベルで図 2-2 に示す

ように 3 つのゾーンに区分している。コキンボ州では殆どが最も危険度の大きいゾーン 3 にあた

る。 

1997 年 10 月 14 日に発生した Punitaqui 地震（Mw = 7.1）の震度分布は、図 2-3 のとおりであり、

チリ国内の様々な研究者により調査がなされている。SERPLAC によれば、分野別の再建費用は表

2-1 の通りで、各区での被害統計も調査されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（出典：ACHISHIA NCh433, Of96）       （出典：Astroza, I. et al., 2002） 

図２－２ チリ国の耐震基準    図２－３ 1997 年 Punitaqui 地震の震度分布 

 

表２－１ 1997 年 Punitaqui 地震による分野別の再建費用 

分野 再建費用 M$ 割合 %
住宅 45,449,081 63.7
学校 14,262,948 20.0
病院 8,757,739 12.3

公共建物 2,414,964 3.4
通信 318,427 0.4
下水 149,359 0.2
合計 71,352,518 100.0  

      （出典：SERPLAC, 2001, コキンボ州再建計画）（被害額：千ペソ） 
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2－2 津波 
米国 NOAA の NGDC の津波データベースで、Coquimbo、La Serena での遡上の履歴を見ると、

表 2-2 のようである。 

Coquimbo では比較的記録は豊富である。チリ国沿岸で発生した地震による津波だけでなく、遠

地で発生した津波でも影響を繰り返し受けていることが分かる。1922 年の津波では Coquimbo で

6m の遡上と 100 名の犠牲者が記録されているが、歴史的には 1868 年の津波のようにさらに大き

な記録がある。 

現地調査期間中に SERPLAC の OREMI 担当者から 1922 年津波の生存者の話を伺うことができ

た。津波発生は 11 月で、雪解け水により川の水量が多かったため、津波が川を遡上したため影響

が大きくなったとのことである。 

表２－２ Coquimbo、La Serena での遡上の履歴 

M 距離 到達時間
年 月 日 (km) 時間 分 Coquimbo La Serena
1730 7 8 8.7 285.9
1849 12 17 7.5 2.7 30 5
1868 8 13 8.5 1,261.0 3 12 7.5
1869 8 9 * 8.9 3
1877 5 10 8.3 1,155.1 2 2
1906 8 17 8.2 346.7
1922 11 11 8.5 206.3 6
1930 12 23 6.5 14,887.0
1930 12 29 6 163.0
1952 11 4 9 15,210.2
1955 4 19 7.1 63.1 1 1
1960 5 22 9.5 1,102.2 1 24 2.2
1964 3 28 9.2 12,198.1 4
1985 3 3 8 359.6 0.55
1986 5 7 8 13,464.2 0.45
1987 3 5 7.6 627.9 0.2
2001 6 23 8.4 1,538.1 1.3
2004 12 26 9 16,771.3 24 54 0.36
2006 11 15 8.3 15,777.6 0.33

発生日 最大遡上高 (m)

 
    （出典: National Geophysical Data Center, NOAA） 
    （注：距離、到達時間は、Coquimbo での値） 

 
チリ国では SHOA が 1562 年以来の津波カタログを保有しており、1922 年津波の浸水範囲を元

にした津波ハザードマップを La Serena, Coqumbo で作成している。La Serena 区は MINVU に委託

して津波防災調査を実施中であり、図 2-4 の様に津波を発生させた地震断層の位置と年代を整理

している。 
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（出典：ラ・セレナ区海岸部危険度調査） 

図２－４ 津波を発生させた地震断層の位置と発生年 
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2－3 洪水 
コキンボ州には各県を横断する河川流域があるが、例として Elqui 川流域の西―東方向の地形断

面を図 2-5 に示す。4,000 m 級のアンデス山脈から、横断渓谷、海岸山脈を抜けて海岸平野部に達

するまで急勾配な地形を流れる河川である。 

 
（出典：MOP, 2004,Diagnostico y Clasificacion de los Cursos y Cuerpos de Agua Segun Objetivos de Calidad 
Cuenca de Rio Elqui） 

図２－５ Elqui 河流域の地形断面（南緯 30 度の西―東方向） 

コキンボ州はステップ気候にあたり、海岸部から内陸にかけて、また南部から北部にかけて降

水量は減少する。年間降水量は La Serena で 78 mm、南部で 200 mm 程度である。月間の平均気温

と平均降水量の一例として Elqui 川上流での値を図 2-6 に示す。9 月から 4 月までは乾季、5 月か

ら 8 月までが雨季である。 

 

 
     （出典：同上） 

図２－６ Elqui 川上流での月間平均気温と降水量 

La Serena での住民の聞き取りでは、1997 年の洪水が記憶にある中で最も大規模なものであった

とのことである。 
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2－4 旱魃 
農業が主要な産業であるコキンボ州では、旱魃は経済に大きな影響を与える。UCN の研究所で

あるCEAZAではLimari河川流域における年間降水量の変化を図2-7に示すように整理している。

29 年間の平均は 162 mm であるが、最小は 1979 年の 12.2 mm である。1994 年から 1996 年にかけ

ては 3 年間連続で旱魃が続き、翌年 1997 年には最大の 451.8 mm の降雨があった。これは住民の

聞き取りで、大規模な洪水があった年に対応する。 
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（出典：CEAZA, 2005, Limari 河流域の総合土地利用計画のための基本情報整理） 

図２－７ Limari 河流域での年間降水量の変化（1972 年―2000 年） 

2－5 斜面災害 
人口の増大につれて、コキンボ州の内陸部の渓流沿いや、海岸部でも従来人が住まなかった地域

へと居住地域が拡大している。Elqui 県の市民保護部では、写真 2-1，2-2 に示すように、洪水や土

石流が発生していることが報告されている。 
 

 
（出典：Elqui 県市民保護緊急対策部） 

 

写真２－１ Diaguitas 2004, Vicuña 写真２－２ Paiguano, Localidad de Cochiguaz
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2－6 森林火災 
コキンボ州は半乾燥地域であるため、前掲の図 1-2 に示すように、森林が存在するのは降雨が

比較的多い（年間 300 mm 程度）州南部である。 

CONAF と OMEMI は共同で、森林火災に対する防災計画を作成しており、全国で 46 箇所の危

険度の高い区を抽出している。年間平均で、全国で 6,364 回森林火災が発生し、52,132 ha の面積

が消失しているが、99 %の出火原因は人によるものである。 

コキンボ州最南部の Los Vilos 区は、上記計画では、発生頻度が全国で 46 番目（年間平均 7 回）

の地区として指定されている。 

2－6－1 鉱山災害 

SERNAGEOMIN は表 2-3 に示すようにデータベースを作成している。休廃止された鉱山数は殆

どの州で不明であるが、稼動中の鉱山数を見るとコキンボ州は他州と比べ小規模な鉱山が多いこ

とが分かる。 

表２－３ チリ国における鉱山統計 

A B C
休廃止 稼動 休廃止 稼動 休廃止 稼動

I 不明 4 不明 1 不明 8
II 不明 9 不明 9 不明 80
III 不明 1 不明 7 不明 199
IV 不明 11 不明 19 不明 267
V 不明 4 3以上 7 83以上 56

小計 不明 29 3以上 43 83以上 610

州

 
注）A：総労働者数 400 人以上が従事している鉱山 

   B：総労働者数 80~400 人が従事している鉱山 

   C：総労働者数 80 人以下が従事している鉱山 

（出典：JICA, 2002, チリ共和国鉱害防止指導体制強化実施協議調査団報告書） 

 
休廃止鉱山の多くは適切な閉山処理がされておらず、コキンボ州の OREMI によると、降雨時に

鉱屑が崩れて川水が汚染され飲めなくなったことがあるとの報告があった。また、同州での最近

の災害例として、下記 2 例が前述の報告書に記載されている。 

• 1997 年プニタキで発生した地震によりいくつかの廃滓堆積場が崩壊した。 
• 鉄鋼石積込貯鉱場からグアヤカン湾の鉱害が発生し、地域共同体がクレームを起こし

た。 
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付属資料－４ 主要面談者リスト 

 

（１）チリ国側関係者 
名前 所属 職位 

Ms. Clarisa Hardy 企画協力省 (MIDEPLAN) 大臣 
Mr. Gonzalo Arenas 企画協力省 (MIDEPLAN) 次官 
Mr. Marcelo Ramírez 企画協力省 (MIDEPLAN) 国際関係部長 
Mr. Hernán Acuña 企画協力省 (MIDEPLAN) 国際関係部 職員 
Mr. Ricardo Cifuentes コキンボ州政府 州知事 

Mr. Manuel Farías 企画協力省コキンボ州 
地方支所 (SERPLAC) 

州支所長  

Mr. Carlos Cereceda 企画協力省コキンボ州 
地方支所 (SERPLAC) 

調査部 職員 

Mr. Oscar Lara 企画協力省コキンボ州 
地方支所 (SERPLAC) 

調査部 職員 

Mr. Mario Pérez 緊急対策室 
コキンボ州地方支所 (OREMI) 

州支所長 

Mr. Jorge Henríquez 国家緊急対策室 (ONEMI) 市民保護部長 

Mr. Hernán del Canto 内務省地方開発次官 
（SUBDERE） 

国際関係部長 

Ms. Dorca Henríquez 内務省地方開発次官 
（SUBDERE） 

地域改善計画部 職員 

Mr. Luis Carvajal 内務省地方開発次官 
（SUBDERE） 

地方分権推進部 職員 

Ms. Yasna Pardo 内務省地方開発次官 
（SUBDERE） 国際関係部 職員 

Ms. Andrea Zondek  国際協力庁 (AGCI) 副長官 
Mr. Enrique O´Farril 国際協力庁 (AGCI) 二国・複数国間協力部長. 
Mr. Iván Mertens 国際協力庁 (AGCI) プログラム調整員 
Ms. Marcela Quezada 国際協力庁 (AGCI) プログラム調整員 
Mr. Jesus Parra La Serena 区 市民保護緊急対策部長 
Dr. Nibaldo Aviles La Serena 大学 学長 
Mr. Eduardo Morales カトリカデルノルテ大学 環境アドバイザー 

 

（２）日本国側関係者 
名前 所属 職位 

島尾 武文 在チリ国日本国大使館 一等書記官 
Mr. Taichi Yoneda 在チリ国日本国大使館 一等書記官 
河野 文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林 としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸 田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
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付属資料－５ 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 13 日（火） 時 間 
日本時間 15:00-16:00 

(チリ時間 02:00-03:00) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 JICA 本部 8 階 8A 会議室 
出席者 三村悟    JICA 地球環境部 第三グループ（水資源・防災）防災チーム チーム長 

宇多川祐樹  JICA 地球環境部 第三グループ（水資源・防災）防災チーム 
越智薫    JICA 中南米部 南米チーム 
多冶比寛   内閣府参事官（災害予防担当）付 国際防災協力専門官 
山崎吉高   OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

事前調査対処方針案が宇多川職員により説明された後、以下の質疑応答が行われた。 

１．案件要請について 
• 本案件の要請時期はいつか？（多冶比） 
• 本案件は、2005 年７月に提出された要請書に基づく。（宇多川） 

２．委員構成について 
• 国土交通省も委員に参加する必要はないか？（多冶比） 
• 国土交通省にも、参加をお願いする予定であった。チリ国からの研修員は毎年５名、

１ヶ月間の期間で３年間考えているが、確認する必要がある。研修員をまず派遣し
た後で、短期専門家をチリ国に派遣するよう考えている。技術プロジェクトは、最
近は短期専門家の派遣中心で行っている。プロジェクト終了後も持続性を持たせる
ようにしたい。（宇多川） 

３．研修について 
• もし、第三国研修を行うのであれば、研修先はどこがよいか？（越智） 
• メキシコが適当ではないか？（宇多川） 
• 中南米は、西語圏なので、本案件終了後に、チリ国から手法を周辺国へ波及できる

ようになるのが望ましい。（越智） 
• チリ国の国際協力庁にこの点を確認したい。（宇多川） 

４．専門家の募集について 
• 短期専門家の募集先はどこを考えているか？（多冶比） 
• 短期専門家の募集先は、行政側から地域防災計画の専門の方を考えている。（宇多

川） 
• 国土交通省の国土開発部門か、地方の開発局出身の方が望ましいのではないか。（多

冶比） 
• もし、地震など個別の災害を考えるのであれば、民間からの派遣も考えられる。（宇

多川） 
 

以上
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付属資料－５ 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 15 日（木） 時 間 
日本時間 04:00-05:30 

(チリ時間 15:00-16:30) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 JICA チリ駐在員事務所 7 階会議室 
出席者 河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 

小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

○日程の調整状況等について 
• 小林職員よりセレナでの行動予定の詳細を加えた日程表更新版を頂いた。 
• La Serena には一ノ戸職員が同行され、3/21 の La Sarena での M/M 協議には小林職

員が参加し、署名式に河野所長 La Sarena に来られる予定。 
• 日本大使館の担当は、島尾書記官が帰国されるため、米田書記官に引継がれる予定。 
• 英文の質問表は、事務所で西語に翻訳していただき、本日関係機関へ送付予定。 

○協議結果については下記の通り 

１．調査背景など 
• 本調査の背景には、JICA 事務所からチリ国企画協力省職員を、過去 10 年にわたり

毎年 15 名日本に研修に送り出していた経緯がある。 
• C/P 機関の SERPLAC 内における今回の作業チーム 4 名のうち 2 名が研修生であり、

1996 年に研修に行った際、阪神大震災による被災地の復興過程に興味を持った研修
生もいる。 

• チリ国における防災案件としては、1995 年-1998 年に実施された研究協力「構造物
群の地震災害軽減技術」以来となる。 

• 調査件名が、日本語と要請書にある西語・英語とで食い違っているので、協議する
必要がある。（英語では、”Risk Management and Land Use Planning at Regional and 
Local Levels  Region of Coquimbo - Chile”） 

• 3 年間の協力の進め方として、毎年 1 つの災害に絞って一連の調査を行うよりは、
災害を網羅的に扱い、年度毎にデータ収集、データ解析、国土計画への反映と進め
て行きたい意向が、JICA チリ駐在員事務所がチリ関係者との話し合いの中で確認さ
れているが、今回の調査・協議の中でこの点について再度確認していく必要がある。 

２．最近の災害例 
• コキンボ州では森林の伐採により、土石流などが最近発生している。 
• 州の奥地に鉄鉱山があり、雨により鉱屑が崩れて川水が汚染された例もあった。 
• 山火事も、他地域で最近大規模なものがあっため、コキンボ州でも可能性はある。 
• 斜面上に低所得者の住宅が多数作られている。チリ政府の援助で、外壁はきれいに

塗られているが、地震時に大きな被害が出ないか心配である。 

３．防災対策の現状 
• チリ国では津波などの防災訓練も行われているが、単発的である。 
• 個別分野の技術レベルは高いものがあるので、これらを防災のために連携させる仕

組をつくることが重要であると考えられる。 
• 北部の河岸沿いに発展した Antofogasta 市では津波の避難路が示されているが、

Coquimbo 州ではそのような例はない。 
• 州（Region）、郡(Provinicia)の長は大統領による任命だが、区（Municipality）の長

は選挙制であるため、郡と区の連携がうまく行かない場合がある。 
• 治安維持を担当する警察（Carabinero）も災害時は出動しており、現在国防省下に

あるが、内務省への移管も考えられている。 
• 火事の際に出動する消防（Bombero）は全員がボランティアである。 
• 赤十字も活動はしているが、大規模なものではない。 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 15 日（木） 時 間 
日本時間 06:00-06:30 

(チリ時間 17:00-17:30) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 在チリ日本国大使館会議室 
出席者 島尾武文 在チリ日本国大使館 一等書記官 

小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

○日程の調整状況等について 
• 小林職員より日程表更新版を島尾書記官へ提出した。 
• 今回の合意内容をもとに、さらにチリ側と協議後に PDM 作成し、プロジェクト開

始のための MM 署名を行う予定。 

○協議結果については下記の通り 
• 本案件の技術協力プロジェクトが終了した後の協力はどのような形態が考えられ

るか？構造物対策中心か、又は非構造物対策中心か？ 
日本の目に見える協力ができるよう、現段階から将来を見据えた枠組みを考えて欲
しい。（島尾書記官） 

• 地震については、インフラ等の構造物対策を考える必要もあるだろうし、洪水や津
波に関しては、早期警戒や住民教育など非構造物対策が重要になるであろうと考え
られる。現地の状況を見て、チリ側と協議した上で考えたい。（山﨑） 

• 例えば、耐震補強を考える場合、標準的な予算算出の方法などはあるか？（島尾書
記官） 

• 対象構造物の現在の強度や、どこまで補強するか、さらに所有者の考えも入ってく
るので、一般化は難しい。（山﨑） 

• 3/22 のサンチャゴでの M/M 署名式の際に、チリ国側出席者は大臣か次官かを確認
しておいて欲しい。（島尾書記官） 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 16 日（金） 時 間 
日本時間 22:00-23:30 

(チリ時間 09:00-10:30) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 企画協力省(MIDEPLAN) 会議室 
出席者 Mr. Gonzalo Arenas Valverde Subsecretario, Ministerio de Planificacion 

Mr. Marcelo Ramirez Ministerio de Planificacion 
Mr. Herman Accund Ministerio de Planificacion 
Mr. Manuel Farias Viguera Secretario Regional, SERPLAC, Region de Coquimbo 
河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

１．本案件に関する説明 
• 河野所長より、本案件への日本側からの投入は、3 年間に短期専門家を年 1 度、派

遣期間 1 ヶ月に限られ大規模な機材供与は予定されていないこと、今回の事前調査
で締結される M/M は、本部へ持ち帰り検討した結果、技術的詳細を詰めるために
第 2 次の M/M 締結のための調査団を派遣する予定（時期は約 2 ヶ月後）だが、今
回の M/M が締結できれば案件の実施は問題ないと考えるとの説明が行われた。 

• 小林職員から、調査件名の確認を行う必要があること、両国側の責任の確認を行う
必要があることを説明した。 

• 一ノ戸職員から、事前調査日程の説明を行った。 
• 3 年間に派遣する研修員の構成については、災害別、要請書にあったセクター別（教

育・医療・インフラなど）、データ収集・解析・利用の調査手順別などさまざまな
視点から考える必要があることを説明した。 

• 現地事務所で西語に翻訳頂いた質問表をチリ側に渡し、必要となるデータの分野を
説明した。チリ側からは、災害対応の記録も提供したい、旱魃も対象とする災害に
入れて欲しいとの意欲的な意見が出された。 

• 要請書に引用されていた 1997 年地震の復興計画は貴重な資料であるので、提供を
お願いした。 

２．協議結果 
• プロジェクト名の和文・西文の食い違いについて協議を行った。チリ側は、災害管

理と土地利用計画を並列に扱いたい意向であるが、日本側は、今回の主目的は土地
利用計画が中心であり、緊急対応計画の作成は別プロジェクトにするなど別扱いに
したいとの考えを述べた。 

• チリ国では、2002 年に市民保護法が制定され、従来の災害後の対応中心から事前
の対策を考える転換が行われている。日本側の考えでは、本案件では「災害管理」
の範囲は事後対応を直接扱うものではない。しかし、既往災害の整理と、住宅・イ
ンフラなどの分布や脆弱性の把握を行えば、緊急対応計画の策定につながる基礎資
料になると説明を行った。 

• さらに、題名にある様に、州と郡・区のローカルなレベルについても並列で扱いた
いとの希望がチリ側から出された。コキンボ州の区については、土地利用計画を策
定できるだけの人的資源確保が厳しいことが予想されるので、ラ・セレナ訪問時に
協議・検討することにした。 

３．MIDEPLAN 側の希望 
 以下の希望が MIDEPLAN 側から出された。 

• 研修内容として Arenas 次官から、地理情報システム（GIS）の訓練ができるよう
配慮して欲しい。 

• 質問表以外にもデータを提供するので、旱魃も対象とする災害に入れて欲しい。 
• チリ国はメキシコ国との交流もあるので、成果の発表や他国との情報交換も行いた

い。 
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• 本案件を通じて、防災組織のモデルを策定したい。 
• プロジェクト終了後に、防災研究センターを作りたい。 
• 3/20 の協議時に、報道陣を呼びたいとの希望がチリ側から出されたが、河野団長か

らは、同日は M/M 協議に時間を割き、3/21 のラ・セレナでの M/M 調印式か、翌
日のサンチャゴでの調印式の際が望ましいと回答がなされた。 

 
以上
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 16 日（金） 時 間 
日本時間 00:30-02:30 

(チリ時間 11:30-13:30) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 内務省国家緊急対策室(ONEMI) 
出席者 Mr. Jorge E. Henriquez C. Oficina Nacional de Emergencia 

河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

１．議事内容 
• 面会予定であった室長は、災害対応による地方出張のため面会できなかった。 
• ONEMI 側から 2002 年に改正された国家市民保護法についてビデオ・スライドによ

る説明を受けた。ビデオ・スライドについては、電子ファイルを頂いた。 
• 国家市民保護法は、緊急対策中心から、災害の事前予防への転換を図っており、こ

れを実現させるために、防災行政の体系化、科学技術の活用、市民参加を主要な要
素としている。 

• 防災計画の作成手順として、災害履歴の分析、経験的手法による調査（現地視察、
調査、研究）、優先度の議論、災害危険度地図と防災対策資源地図の作成、事前・
事後・復興を考えた防災対策計画に反映させることが示されている。 

• 国・州・郡は責任者が任命制であるため命令による指揮系統だが、長が選挙制で選
ばれる区については郡が技術的調整を行うとされている。 

• IDB 融資支援プログラムを通じて、人口密度の高い第 V 州、第Ⅷ州など 4 つの州
を中心に早期警戒センターの設置が予定されており、州レベルの監視体制整備を図
っている。 

• 各州の災害履歴情報については、ONEMI の州事務所よりも ONEMI に集約されて
いるとのことであったが州により情報の利用程度には差があるとのことであった。 

２．ONEMI 内部の視察 
• 入り口には、市民向け資料室（Oficina de Informacion Ciudadana）があり、一般向け

の各種防災教育資料が提供されていた。 
• ONEMI では、学校からの要請で出張防災講座実施している。サンチャゴ市内の学

校生徒（80％は小学校）を対象にした講座の実績を紹介をした展示があった。 
• 地震の震動体験室・津波の発生模型・火山災害の模型、チリ国全体の主な災害の歴

史が展示された災害体験室の紹介を受けた。 
• UNDP の協力で 2000 年に作られた早期警戒センター（CAT）の紹介を受けた。 

３．入手資料 
• ONEMI による基礎資料一式を頂いた。資料の概要は下記の通りで、事前予防への

転換、教育啓蒙、市民参加、早期警戒を重視する方針が見受けられた。 
• 2002 年国家市民保護法:要請書で記載されていた、チリ国における防災政策の基礎

文献である。これまでの災害後の対応中心から、事前予防への方針転換を図った点
が、本法の骨子である。国、州、県、市の各レベルで災害前・災害時の業務を体系
化している。巻末に、チリ国の防災に関する関連法が記述されている。（78 頁）

• チリ国での 20 世紀の主な地震の解説:出典の文献が複数記載されていた。（4 頁）
• 外国人のための防災案内:市民保護体制の紹介と各種災害に対する知識の解説パン

フレット:英語版もあり、災害時に犠牲になりやすい外国人への配慮がされている。
（26 頁） 

• 早期警戒センターの紹介パンフレット:（4 頁） 
• 学校における安全計画の紹介パンフレット:2001 年に教育省で制定された法（Res. 

Ex. N51）に基づく学校での総合防災マニュアルの紹介。（4 頁） 
• 地震に対するパンフレット:地震に関する基礎知識と発生前、発生時、発生後の対

策について記述されている。（4 頁）                  以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 16 日（金） 時 間 
日本時間 04:00-04:45 

(チリ時間 15:00-15:45) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 内務省地方開発局(SUBDERE) 
出席者 Mr. Hernan del Canto Riquelme Head of International Relations 

Ms. Dorca Henriquez Gutierrez Programa Mejoramiento de Barrios  
 Division de Desarrollo Regional 
Mr. Luis Carvajal Galleguillos Unidad de Fortalecimiento Institutional Regional 
Ms. Yasna Pardo Carabante Unidad de Relacion Internacionales  
 Division de Desarrollo Regional 
河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

１．本案件に関しての説明 
• 河野所長より下記の説明がなされた。 
• 本案件の規模は 3 年間に短期専門家を毎年 1 ヶ月、チリ側から研修生を 5 人派遣す

る予定であるが、技術的詳細は今後議論しながら詰め、第 2 回目の M/M で固める
予定である。 

• 本案件は、第 IV 州（コキンボ州）を対象に実施予定であるが、州の市民全員が便
益者であり、同手法が全国へ展開されることを日本側として期待している。 

２．SUBDERE 側の意見等 
• SUBDERE 側からは、なぜコキンボ州が本案件の対象地域になったかとの質問が出

されたが、小林職員より、コキンボ州の SERPLAC から MIDEPLAN を通じて要請
があったためとの説明がなされた。 

• 又、SUBDERE 側からは、チリ国は火山国でありコキンボ州には活火山はないが、
火山災害も含める必要はないかとの意見があった。 

• SUBDERE 側は、州開発計画を４年毎に更新しており、本案件の結果が開発計画に
反映されて欲しいとの期待が表明された。 

３．関連情報 
• 他ドナーによるコキンボ州での協力について一ノ戸職員が質問したところ、フラン

スからは水利用について Limari-Ovalle 地域で長年の協力がある、中国は農作物の輸
出について協力している他、イタリア、EU の協力があるとの説明があった。チリ
国からは、ペルー国への援助も行っているとのことで、詳細は州政府で確認する必
要がある。 

• SUBDERE と MIDEPLAN の関係について質問したところ、区から申請される開発
投資の要請を州の SERPLAC が取りまとめ、MIDEPLAN が開発計画を作成する。
SUBDERE はこの開発計画が、国の地方開発政策と合致しているか照査する関係に
あるとのことであった。 

 
以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 16 日（金） 時 間 
日本時間 05:15-05:45 

(チリ時間 16:15-16:45) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 国際協力省(AGCI) 
出席者 Ms. Andrea Zondek Darmstadter Ambassador Executive Director 

Mr. Enrique O’Farrel Jefe Depto. de Cooperacion Bilateral y Multilateral 
Mr. Ivan Mertens Galle Cordinador de Programas  
 Depto. de De Cooperacion Bilateral y Multilateral 
Ms. Marcela Quezada Zuccarelli Cordinadora de Programas  
 Depto. de De Cooperacion Bilateral y Multilateral 
河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 

１．調査団からの報告 
• 本日、調査団がチリ国企画協力省、内務省国家緊急対策室、内務省地方開発局と協

議を行った結果、日本―チリ側で本案件を進めることに基本的に合意した。プロジ
ェクトの規模は 3 年間に短期専門家を毎年１ヶ月、チリ側から研修生を 5 人派遣す
る予定。技術的な詳細は、今後議論しながら詰めて行き、第 2 回目の M/M で固め
る予定。（河野団長） 

• チリ側要請書にあった案件名と、日本側の和文案件名の考えとの背景・相違を説明
し、AGCI 側の了解を得た。（山﨑） 

２．AGCI 側の意見 
• チリ国の市民保護法が 2002 年に改正され、防災の方針転換が図られていることを

認識しており、本案件はこれを実践する意味で大変興味深い案件であり、協力した
いとの意向が表明された。 

• 本件の要請機関である第 IV 州 SERPLAC に JICA 帰国研修員が複数所属し、日本で
得た経験や知識を元に協力の要望があったことから、本件の協力の意義は高く、効
果的な協力が期待されると、表明された。 

 
以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 19 日（月） 時 間 日本時間 22:00-22:10 
(チリ時間 09:00-09:10) 

テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 
にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 

場 所 コキンボ州知事 表敬訪問 
出席者 Mr. Ricardo Cifuentes コキンボ州知事 

一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

１．表敬訪問 
• 表敬訪問を行い、一ノ戸職員から本案件の説明を行った。 
• 知事からは、本案件への高い関心が示された。 

知事の経歴に関する追加情報 
• 州政府の公開情報によれば、下記のとおりであり州知事の経歴と本案件との関係は

深いため、本案件への積極的な関与が期待できる。 
 

1962 年 9 月 12 日生。1980 年代はセレナ大学で地理学、歴史学を学ぶ。1987 年

に、ラテンアメリカ社会科学・ドクトリン研究所（ILADES）で社会科学と開発の

学位を得る。1990 年代はベルギーへ家族と移住し、カトリック・ルーベン大学で

政治科学と行政学の修士を得る。チリへ帰国後、企画協力省コキンボ州地方支所

（SERPLAC）長として働き始める。1993 年には州政府の計画調整局長を勤め、

Puclaro ダム、Elqui 渓谷から Andacollo への道路舗装、サンチャゴからセレナへの

二重橋の建設などのインフラ整備を行う。2000 年に EU の協力による地方分権化推

進のパイロットプロジェクトである、Mas Region の実施を始める。キリスト教民

主主義党所属で、2006 年に州知事（Intendente）に任命される。 
（出典: www.gorecoquimbo.cl） 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 19 日（月） 時 間 
日本時間 22:30-04:00 

(チリ時間 09:30-15:00) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

SERPLAC 作業チームとの協議（取り扱い要注意） 
場 所 企画協力省 コキンボ州 地方支所 (SERPLAC) 
出席者 Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 

Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 

１．SERPLAC からの発表 
• 開発および災害対策に関する関連機関の組織図の解説が C/P 側から行われた。開発

に関する関連機関は、州知事および州の評議会の下に、中央省庁の州出張所、人間
開発委員会、経済発展委員会、国土インフラ委員会が組織化されている。防災に関
しては、内務省に属する ONEMI が州知事を通じて OREMI と繋がっており、その
下には州市民保護・緊急対応委員会がある。 

• 州の地理に関する解説が行われた。州内には 3 つの郡があり、それぞれ渓谷によっ
て区切られている。州の面積は 41,000km2であり、幅は狭いところで 90km、標高
はアンデス山脈で 4,600m ある。 

• SNIT（チリ国国土情報システム）は作成済であり、多目的に使えるはずだが、縦
割り行政のため実際はあまり使われていないとのことである。 

２．調査団からのプロジェクト案提示 
• 調査団からは、州における自然災害の現状分析、防災を考慮した土地利用計画の例

を示し、本案件の方針を提示した。本案件は対象範囲が広域で、複数の災害を扱う
反面、日本側からの投入資源は限られている。このため、本案件実施するには、
SERPLAC の主導で多数の機関を連携させること、災害履歴や既存の調査成果を最
大限に活用すること、簡便な手法で結果を地図上に図化して、土地利用計画を策定
する方針を取るべきことを提案した。また、この調査の流れは ONEMI が提唱して
いる AIDEP という災害対策立案の流れと同じもので、本案件はこれを実践するも
のであることを強調した。さらに 3 年間の調査の毎年の活動と、期待される成果を
示した。 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 19 日（月） 時 間 
日本時間 04:00-04:50 

(チリ時間 15:00-15:50) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

コキンボ州沿岸部リスク地域分析調査結果報告（取り扱い要注意） 
場 所 コキンボ州庁舎 1 階会議室 
出席者 Mr. Pablo Badilla Ohlbaum Arquitecto Socio Gerente, Infracon S.A. 

Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 
Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara  SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 
 

• 住宅都市開発省コキンボ州地方事務所が、Infracon S.A に委託して実施中の「第 IV
州沿岸部リスク地域分析調査」の結果報告が行われた。 

• 対象地域はラ・セレナ市、対象とした災害は、洪水・地すべり・高潮・津波である。 
• 脆弱性が高い地域の住宅・インフラのデータ整備、防災対策（構造物・早期警戒等

の非構造物対策）を国土利用計画に取り込むことを提言する予定である。 
 

• 津波に関した発表が主であった。計算プログラムは日本の東北大が開発し、
UNESCO が公開したものを利用。計算は 3 秒（93m）のメッシュを利用した。対象
地域は、海岸で人口が密集する 3 地域。地図は 1/5,000 縮尺。 

• 16 世紀からの津波履歴を整理し、過去に発生した 3 つの津波を再現し、さらにコキ
ンボ、ラ・セレナの沖合いに 3 つの規模の津波を想定したシミュレーションを行っ
ている。今年の末には最初の結果が出る予定。 

 
• チリ大学地球物理 OB が Infracon S.A に入っているとのことで、技術的には高いレ

ベルにあると言える。 
 

• 既往の類似調査として、チリ海軍水文・海洋局（SHOA）が作成した津波ハザード
マップがある。計算に用いたプログラム、メッシュの大きさは今回のものと同じで
ある。しかし、SHOA のものは 1922 年津波の再現のみで、断層位置も調査範囲の
北に位置し、断層変位も中程度のものであるため、最悪ケースとは言えない。 

• セレナ市のハザードマップもあるが、前提とした地震、計算モデル、地形図などが
不明である上、複数の災害を 1 枚の地図上に表示している。 

 
• 調査地域に対して 1922 年津波は歴史的にも最悪ケースではなく、1730 年津波が既

往最大津波である。津波履歴を見ると、100 年に一度は被害が出る規模の津波が発
生している。調査地域では、1922 年津波が最後に経験した津波であり、ラ・セレナ
では近年海岸部にホテル等の建設が盛んなため、危険度はより高まっていると言え
る。 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 19 日（月） 時 間 
日本時間 05:00-06:50 

(チリ時間 16:00-17:50) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる M/M 関する協議（取り扱い要注意） 
場 所 コキンボ州庁舎 SERPLAC 
出席者 Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 

Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

M/M は協議に先立って提示済であり、PDM について下記の点を整理しなおした。 
 

• 上位目標は、「住民、社会、地域経済の自然災害および人的災害に対する脆弱性が
低減される」とした。 

• プロジェクト目標は、「災害リスク管理の視点がコキンボ州の国土利用計画に導入
される」とした。 

• 便益者は、「州の住民」からより広がりをもたせ「市民社会と州の公共部門」とし
た。 

• 調査範囲については、災害によって変わるため州全体とし、詳細は今後の協議で詰
める。 

• 活動と成果については、各年毎に下記のように整理した。 

１）州および地域における災害履歴と、インフラ及び住宅の現況が整理される。 
1-1) 災害とインフラ・住宅の現況に関する入手可能な情報を収集する。 
1-2) 災害とインフラ・住宅の現況に関する入手可能な情報を分析するために整

理する。 
（指標：州の国土利用データベースが整備される。） 

２）州および地域におけるハザード地域と脆弱性地域が認識される。 
2-1) ハザードマップと脆弱性マップを作成するための手法を作成する。 
2-2) ハザードマップと脆弱性マップを作成する。 
（指標：ハザードマップと脆弱性マップが作成される。） 

３）災害管理の視点を含んだ国土利用計画の手法が州および地域の各機関に提案さ

れる。 
3-1) 災害管理の視点を含んだ国土利用計画の手法を州および地域の各機関に

提案する。 
3-2） 実施計画を作成する。 

  （指標：州および地域計画と規制が提案される。） 
 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 19 日（月） 時 間 
日本時間 07:00-09:00 

(チリ時間 18:00-20:00) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

州市民保護委員会との協議（取り扱い要注意） 
場 所 コキンボ州庁舎２階会議室 
出席者 Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 

Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
州市民保護委員会メンバー 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 
• OREMI 担当者から、調査団に 2002 年に制定された国家市民保護法の概要説明と、

参加者への本調査の紹介が行われた。 
• 州市民保護委員会は、軍、警察、州政府、企画協力省地方支所などから組織されて

いる。 
• 通信手段として、VHF ラジオが全国で使用可能である。 

 
• 参加者から、防災の現況に関する意見を聞いた。 
• 農業分野で利用されていないデータがあり、本案件で利用して欲しいとの意見あ

り。 
• 鉱山災害もあり、鉱山地質局で鉱山のデータベースを作成しているとの指摘があっ

た。 
• 津波の危険性に関して住民の意識は低いとの意見があった。 

 
• 調査団側からは、本案件の方針を説明した。ONEMI が提唱する調査手順 AIDEP を

使うこと、既存調査結果を最大限利用すること、チリ側主導で実施するため、関連
機関の調整が重要なことをコメントした。 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 20 日（火） 時 間 
日本時間 22:00-23:50 

(チリ時間 09:00-10:50) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

コキンボ州国土インフラ委員会との協議（取り扱い要注意） 
場 所 コキンボ州庁舎 2 階会議室 
出席者 Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 

Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
コキンボ州国土インフラ委員会 メンバー 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 
 

• 州国土・インフラ委員会は国土管理に関係した公共機関から構成される。州におけ
る国土・インフラ部門の視点からのリスク管理について説明がなされた。 

• 橋梁、河川など個別のインフラの危険性の指摘がなされた。 
• ダム建設にあたっては、開発のリスクを考慮すべきであるとの意見があった。 
• 大学の学生を使って現地調査を行っている。 
• インフラの建設許可の権限について確認したところ、州にあるとのことであった。 
• 既存の計画には、市街化地域計画（PRDU）、複数の市にまたがる計画（PRI）、

市の計画（PRC）、部門別計画がある。 
• 公共事業省からは、本案件に必要なデータは全て渡せるとの意見が出された。 

 
• 既存の地域国土利用計画は各レベルに存在し、権限も州にあることが確認できたの

で、本案件の成果がこれらに反映され、州の権限で開発に防災の視点が反映される
ことは十分可能であると感じた。 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 20 日（火） 時 間 
日本時間 00:00-02:00 

(チリ時間 11:00-13:00) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

コキンボ州緊急対策室の郡・区レベル担当者との協議（取り扱い要注意） 
場 所 コキンボ州庁舎 1 階会議室 
出席者 Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  

Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
Mr. Jesus Parra Parraguez La Serena Director Comunal de Proteccion Civil y Emergencia 
コキンボ州緊急対策室の郡・区レベル担当者 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

主な議事内容は以下のとおり。 

１．Elqui 郡市民保護・緊急対策委員会による発表 
• 郡市民保護・緊急対策委員会の構成について紹介。 
• 郡内の各区の基本情報と、災害危険度、問題点についての紹介。現況情報は

SERPLAC 等からの統計データであるが、地区毎の脆弱性についての問題点はよく
把握されている。 

• 最近発生した土石流・洪水被害、化学災害の対応訓練、津波の避難訓練の紹介があ
った。 

２．Limari 郡市民保護・緊急対策委員会 
• 国家市民保護法、郡市民保護・緊急対策委員会の紹介。 
• 実行された計画は、各行政レベルでの防災組織の作成、インターネットを使った災

害速報の利用訓練、公共施設での避難計画の作成がある。 
• 業務計画の紹介として、森林火災についてのキャンペーンと森林火災発生時の対応

訓練、学校での安全についてのワークショップ、区の防災計画の更新、災害地図と
災害対策資源地図作成の手順を作成することが挙げられていた。 

• 文字主体のスライドであるが、実施内容は本案件と関わる項目は多い。 

３．La Serena 市市民保護・緊急対策委員会 
• 委員会組織図の紹介 
• 津波の歴史を含めた防災教育と、ハザードマップの作成（洪水、地震）2007 年前半

に更新版を作成予定。 
• La Serena 市は、防災に関してかなり活発な活動をしている印象を受けた。 
• スライドのキャッチフレーズに「人々の統合」とあり、最後に多数の関連機関のロ

ゴ一覧を示しており、防災に関して組織の統合を重視していることが分かる。 
• 本案件実施時に、La Serena 市を先進的な例として他市に紹介することも考えられ

る。 

４．入手資料 
• 各報告のスライドファイルを入手した。 

 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 21 日（水） 時 間 
日本時間 22:00-06:00 
(チリ時間 9:00-17:00) 

テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 
にかかる M/M 関する協議（取り扱い要注意） 

場 所 コキンボ州庁舎 SERPLAC 
出席者 Mr. Manuel Frias SERPLAC 州地方支局長 

Mr. Carlos Cereceda SERPLAC  
Mr. Oscar Lara SERPLAC Analyst of urban and environment area 
Mr. Mario Perez SERPLAC Unidad de Informatica, OREMI 兼任 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

3/19 に引き続き、Project 管理、プロジェクト開始条件について協議した。 

１．プロジェクト目標、成果及び活動について協議を行い、合意を得た。 
 

２．Project Management については、下記のように明確化した。 
MIDEPLAN が下記の責任者を通じてプロジェクトの責任機関となり、コキンボ州政府

がプロジェクト実施活動にかかる主な機関となる。 

１）MIDEPLAN 大臣はプロジェクト指揮者として、プロジェクトの管理と実施にか

かる全般の責任を負う。 

２）コキンボ州知事はプロジェクト総合管理者として、プロジェクトの管理および

技術的内容について責任を負う。 

３）SERPLAC はプロジェクト管理者として、プロジェクトの管理および技術的内容

について責任を負う。 

３.プロジェクト開始の条件として下記を付記した。 

１）PDM, PO を両国側が協議して作成し、その結果を M/M として署名すること。 

２）プロジェクト開始に先立ち、チリ側で技術支援委員会を定めること。 

３）専門家の活動を円滑に行うため、事前調査団から要求した情報リストをプロジ

ェクト開始前に提出すること。 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 22 日（木） 時 間 
日本時間 23:30-00:00 

(チリ時間 10:30-11:00) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

関連機関との協議結果の報告（取り扱い要注意） 
場 所 企画協力省(MIDEPLAN) 会議室 
出席者 Mr. Gonzalo Arenas Valverde Subsecretario, Ministerio de Planificacion 

Mr. Manuel Farias Viguera Secretario Regional, SERPLAC, Region de Coquimbo 
Ms. Margaret Ciampi S. Acting Executive Director, AGCI 
Ms. Marcela Quezada Zuccarelli Depto. de  De Cooperacion Bilateral y Multilateral, AGCI 
河野文男 JICA チリ駐在員事務所 所長 
小林としみ JICA チリ駐在員事務所 職員 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
井上靖次 日本語・西語通訳 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

コキンボ州での協議の結果について下記のとおり説明した。 
• 企画協力省大臣が本日出席できないため、M/M 署名は後日とした。 
• プロジェクト名が、略称“PROTEGER-Coquimbo”となったこと、日本側からの投

入は限られていること、今回は大枠での合意であり詳細を詰めるため近いうちに再
度協議を行う予定であることを報告した。（河野所長） 

• 3 年間の活動と成果について今回の M/M に沿って説明した。当初希望のあった地理
情報システム（GIS）の訓練はチリ国内でも可能なため、本プロジェクトの内容か
らは外すことにした。 

• SERPLAC で使用中の GIS 関係機材は、下記のとおり新しいものであることを確認
したため、新たな機材供与の必要はないと考えられる。（山崎）（注:EU の協力で
作成された地図データは SERPLAC 国土情報部がバックアップを保有・管理してお
り、ウェブ上で PDF 形式の地図が公開されている。） 
 

  コンピュータ:Hewlett Packard hp workstation xw4200 
               CPU Pentium 4 3.2GHz,  
               RAM 2.0 GB 
               OS  Windows XP Professional Version 2002 SP2 
  地理情報システム(GIS)ソフト:ESRI 社 ArcView9.1  
  プロッタ:HP designjet 500  

 
• チリ国側での委員会・技術顧問委員会の組織、収集情報の日本側専門家への事前の

提供が、プロジェクトの開始条件であることを説明した。（小林職員） 
• M/M 内容については MIDEPLAM, AGCI 側に了解され、実施への高い関心が示され

た。 
 

以上 
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付属資料-5 会議議事録 

 

日 時 2007 年 3 月 22 日（木） 時 間 
日本時間 04:00-04:30 

(チリ時間 15:00-15:30) 
テーマ チリ国コキンボ州における災害リスクの視点に基づく国土計画事前調査 

にかかる表敬訪問と調査日程に関する会議（取り扱い要注意） 
場 所 在チリ日本国大使館 会議室 
出席者 島尾武文 在チリ日本国大使館 一等書記官 

Taichi Yoneda 在チリ日本国大使館 一等書記官 
一ノ戸田瑞子 JICA チリ駐在員事務所 職員 
山崎吉高 OYO インターナショナル（株） 

主 な 
議 事 
内 容 

協議結果については下記の通り。 
• チリ国側との協議結果および、M/M について一ノ戸から報告を行った。本案件は、

チリ国の優先政策（国民の保護）や、チリ国国土情報システム（SNIT）などの上
位計画とも整合性が取れていることを説明した。（一ノ戸職員） 

• プロジェクト工程案、プロジェクト運営にかかるチリ国側の組織案、短期専門家派
遣元の可能性について報告した。（山崎） 

• プロジェクト終了後に実施につながる計画を作成して欲しい。（島尾書記官） 
 

以上 
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d
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