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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、イラン・イスラム共和国政府の要請を受けて、住民参加型水管

理モデルの確立とその普及のための能力強化を含む体制整備を目的とした技術協力プロジェクト

「ゴレスタン州住民参加型農業開発促進プロジェクト」を 2009 年 1 月から 5 年の計画で実施して

います。 

今般、本プロジェクトの中間地点を迎えたことを受け、協力期間前半における実績を確認した

うえで計画に対する達成度の検証を行い、評価 5 項目の観点から評価を行うとともに、プロジェ

クト後半の活動計画について検討することなどを目的として、2011 年 7 月 2 日から同月 15 日ま

で、当機構農村開発部畑作地帯第二課長 高橋政行を団長とする中間レビュー調査団を現地に派

遣し、イラン側評価チームと合同でプロジェクト活動のレビューを行いました。 

その結果、当初想定していた以上に対象地域で利用可能な水量に制限があることなどにより、

一部の活動にやや遅れがみられることが確認されたことから、残る協力期間における活動方針や

その進め方に関して、PDM の見直しを含め集中的な議論を行いました。また、それらを円滑に進

めるため、プロジェクト、農業省、ゴレスタン州農業局に対して、それぞれ果たすべき役割や実

施すべき対策等を提言しました。 

本報告書は、同調査団によるイラン・イスラム共和国政府関係者との協議並びに調査・評価結

果を取りまとめたものであり、本プロジェクトの今後の運営並びに関連する国際協力の推進に広

く活用されることを期待します。 

ここに、本調査にご協力頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表します。 

 

平成 24 年 4 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 熊代 輝義 
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中間レビュー評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：イラン・イスラム共和国 案件名： 

「ゴレスタン州住民参加型農業開発促進プロジェクト」 

分野：農林水産、農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力期間 
2009 年 1 月～ 

2014 年 1 月 

先方関係機関：ゴレスタン州農業局 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力： 

ゴルガン平原灌漑排水及び農業開発計画調査 

１－１ 協力の背景と概要 

イラン・イスラム共和国（以下、「イラン」と記す）の農業分野は国内総生産（Gross Domestic 

Product：GDP）の約 10％、就業人口の約 30％を占める重要なセクターであるが、国土の 4 分

の 3 が年平均降水量 300mm に満たない地域で、農業にとって水の確保が重要な課題である。

JICA は、北東部カスピ海沿岸の水田稲作が盛んな地域を対象として、稲作の生産性向上のため

「カスピ海沿岸地域農業開発計画（1990～1996 年）」及び「ハラーズ農業技術者養成センター

計画（1999～2004 年）」を実施し、圃場整備と機械化による生産性向上を図ってきた｡一方で、

ゴレスタン州を含む従来天水農業が行われていた地域においてイランは灌漑開発を進めてお

り、同州内の灌漑農地面積は 1996 年からの 10 年で約 4 割増加した。農業就業人口比率は 46％

（全国 1 位）、州面積に占める農地面積（約 54 万 ha）の比率は 26％と高く、農業が基幹産業で

あり、主に飼料作物や小麦、大麦が栽培されている。JICA は同州のゴルガン平原を対象に 2002

年に開発調査「ゴルガン平原灌漑排水及び農業開発計画調査」を実施し、本プロジェクトの支

援対象地であるタザ・アバッド灌漑地区など 2 灌漑地区の詳細開発計画を含む開発計画を策定

し、①営農、②灌漑排水、③農業生産組合強化の方向性が示された。イラン政府は同開発計画

を受けて施設整備を実施しているが、農民への営農指導や農民組織の強化（特に水管理機能）

が不十分であり整備された灌漑設備が十分機能しておらず、地域の農業生産性は低く農民収入

も低い水準にとどまっている。このような背景の下イラン政府はわが国に本プロジェクトを要

請した。 

 

１－２ 協力内容（プロジェクト開始時） 

（1）上位目標 

上位目標 1： 

住民参加型水管理モデルの導入によりタザ・アバッド地区における水生産性が向上する

上位目標 2： 

タザ・アバッド地区での経験と知識がゴレスタン州の他地域及びイラン国内における水

管理組織設立のために活用される 

 

（2）プロジェクト目標 

タザ・アバッド灌漑地区に参加型水管理を普及させるための体制が整備される 
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（3）成 果 

成果 1： 

タザ・アバッド地区全体の水管理計画が整備され、ペイバンド農村生産組合によって主

要な用水路及び排水施設の運用管理が行われるようになる 

成果 2： 

パイロットサイトにおいて、水の最適利用及び改良型営農システムによりなる参加型水

管理のモデルが定着している 

成果 3： 

ゴレスタン州農業局の住民参加型水管理に関する能力が開発される 

成果 4： 

ゴレスタン州内の他地域へ参加型水管理システムを普及するための準備ができる 

 

（4）投入（評価時点） 

【日本側】 

1．専門家派遣（日本人専門家） 

以下の分野にて延べ 12 名を派遣 

長期派遣専門家：1）チーフアドバイザー/参加型水管理、2）灌漑排水、3）営農シス

テム、4）業務調整/研修 

短期派遣専門家：1）営農システム、2）水文/気象、3）農民組織強化 

2．本邦研修 

中間レビュー実施時点までに 13 名のプロジェクト関係者が参加 

3．施設・機材供与 

コピー機、気象情報観測機器 

約 140 万円（1 億 9,900 万イランリアル） 

4．プロジェクト活動に必要な経費 

約 3,300 万円（2010 年度末まで） 

【イラン側】 

1．カウンターパート（Counterpart：C/P）及びその他スタッフの配置 

9 名の C/P が配置されている。 

2．土地、建物、プロジェクト・オフィス、その他追加的な施設や機材 

3．プロジェクト活動に必要な経費 

約 280 万円（4 億 200 万イランリアル） 

２．評価調査団の概要 

調査者 高橋 政行 団長 JICA 農村開発部 畑作地帯第二課長 

石橋 広毅 灌漑/参加型水管理 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課 

海外土地改良技術室 

十津川 淳 評価分析 佐野総合企画株式会社 

浅川 祐華 計画管理 JICA 農村開発部 畑作地帯第二課 

調査期間 2011 年 7 月 2～15 日 評価種類：中間レビュー調査 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成 果 

成果 1：「タザ・アバッド地区全体の水管理計画が整備され、ペイバンド農村生産組合によ

って主要な用水路及び排水施設の運用管理が行われるようになる」 

成果 1 の進捗は、進展している側面も見られるものの、総じて遅延している。ペイバン

ド農村生産組合内の 36 の水利グループ代表からなる水管理ユニット立ち上げなど、組織

的側面においては進捗が見られるが、タザ・アバッド地区全体の水管理計画、灌漑施設維

持管理計画、営農計画の策定については、地籍図や地形図といった基本情報の未整備やそ

れに伴う水利グループ設置の遅れ、同地区で確保できる水量がいまだ不明確であることな

ど、想定外のマイナス要因により、計画に対して遅れが生じている。 

 

成果 2：「パイロットサイトにおいて、水の最適利用及び改良型営農システムによりなる参

加型水管理のモデルが定着している」 

成果 2 の進捗は、進展している側面も多く見られるものの、やや遅延している。パイロ

ットサイトにおける水管理組織の立ち上げや改良営農体系の導入などでは大いに進捗が

確認された。他方、水管理計画の策定は、輪番制による灌漑システムなど導入すべき計画

の方向性は打ち出されてきたものの、旱魃などの影響によって試行段階には至っていな

い。 

 

成果 3：「ゴレスタン州農業局の住民参加型水管理に関する能力が開発される」 

成果 3 の進捗は進展している側面も見られるものの、総じては遅延している。住民参加

型水管理に関するモデル策定が遅延しているために、成果 3 に係る活動まで及んでいない

のが実態である。本成果はそもそもプロジェクト後半から本格的に取り組む内容であるた

め、中間レビュー時点では大きな問題とはならないが、現在農業局（Jihad-e-Agriculture 

Organization：JAO）職員のプロジェクトへの従事状況が必ずしも十分ではないといった課

題もあるため、今後は本成果の発現に向けてプロジェクトの実施体制そのものを改善して

いくことも同時に求められている。 

 

成果 4：「ゴレスタン州内の他地域へ参加型水管理システムを普及するための準備ができ

る」 

成果 4 は、当初のスケジュールどおりプロジェクト後半から着手される予定であるため、

現時点においては本成果に直接関連する進捗はない。 

 

（2）プロジェクト目標 

「タザ・アバッド灌漑地区に参加型水管理を普及させるための体制が整備される」 

プロジェクト目標は進展している側面も見られるものの、総じて遅延している。本プロ

ジェクト目標が示す「普及のための体制」とは、「普及すべきモデル」「活動計画」「（実施

能力を兼ね備えた）人材/組織」「予算」から構成されるものであり、それぞれは本プロジ
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ェクトの各成果とほぼ同一のものである。 

つまり、成果の達成が同時にプロジェクト目標の達成を確約させるものであるため、成

果の達成が遅延傾向にある現状では、必然的に本プロジェクト目標の達成状況も同じく遅

延している状況となる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

・イラン政府の政策との整合性 

第 5 次国家開発 5 カ年計画（2010 年 3 月～2015 年 3 月）において、農業水の最適利用

及び灌漑効率の向上が農業セクターの目標として掲げられている。また、今後灌漑地区の

水管理を段階的に農民に委譲することをめざしている。以上から、本プロジェクトは同国

政府の政策方針に極めて整合している。 

・国別援助計画との整合性 

日本の対イラン事業展開計画においては、「都市と農村の格差是正」が援助重点分野の

ひとつとして位置づけられており、本プロジェクトは「適正な水管理を行い、限られた水

資源の有効活用、天候に影響されにくい安定した農業生産システムを確立していく」ため

の支援活動として同分野への支援活動における中心的な取り組みのひとつとされている。

・ターゲットグループ/C/P の選定 

① ニーズとの整合性（ゴレスタン州農業局） 

ゴレスタン州では近年灌漑農業を推進してきたものの、その重点は灌漑施設の建設や

整備のハード面に置かれてきたため、その維持管理に係る制度の確立や農民の組織化な

どは十分に行われてこなかった。また、州内では参加型水管理を成功裡に実践した例が

なかったため、本プロジェクトを契機に参加型水管理モデルの有効性及びノウハウを学

び取りたいとの意向を強く示していた。 

② ニーズとの整合性（ペイバンド農村生産組合） 

プロジェクト対象地のタザ・アバッドを管轄するペイバンド農村生産組合にとって、

限られた水資源を有効に使いながら、組合員である農家たちにでき得る限り等しくかつ

安定的に水を分配、管理していくことは長年の課題であった。 

③ C/P の適切性（ゴレスタン州農業局） 

イランの組織的ヒエラルキーの観点及び擁する人材層の観点からは、ゴレスタン州農

業局が主たる C/P に位置づけられていることは妥当と判断できる。しかしながら、その

他のステークホルダー、例えば県や郡職員なども正式な C/P として組み入れることで、

プロジェクトの有効性並びに効率性は更に高まることが期待できる。 

・日本技術の優位性 

本プロジェクトは、日本が長年実施してきた灌漑事業からの経験・教訓を有効に活用す

ることが可能である。また、営農の観点からも土壌保水機能の改善技術（堆肥、輪作など）

や農家への技術指導方法・体制など、日本が培ってきた技術を適宜導入していくことがで

きる。 
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（2）有効性 

・プロジェクト目標及び成果の達成度 

本プロジェクトの目標及び成果は、その達成に向けて徐々に実績を積み重ねてきている

が、現時点までの達成状況は当初のスケジュールに比して遅延している。 

・外部条件の充足 

本プロジェクトでは外部条件として「タザ・アバッド地区への水供給が悪化しない」こ

とが掲げられているが、水不足等により豊水水利権しかない当該地区では 2010～2011 年の

灌漑期に水供給量が極めて悪化した。そのため、この時期に関しては、外部条件は充足で

きなかったといえる。 

・プロジェクト目標・成果達成に係る貢献要因 

具体的な成果の発現が待たれている現状においては、貢献要因の分析は今後に期待され

る。 

・プロジェクト目標・成果達成に係る阻害要因 

（対象地における使用可能水量の把握・確定） 

タザ・アバッド地区の水管理計画を策定するにあたり、対象地域が豊水水利権しか付与

されていないことなどから、最重要かつ大前提となるべき使用可能水量が特定できないま

ま現在に至っており、計画策定の大きな阻害要因となってきた。 

（基本データの作成） 

水管理計画を策定するにあたって基礎的データとなる、地籍図や地形図がプロジェクト

開始当初になかったため新たに作成する必要が生じた。そのため、本格的な管理計画の作

成に着手するまで想定以上の時間を要することとなった。 

（C/P によるプロジェクトへの従事体制） 

本プロジェクトの C/P は、他の州 JAO の担当業務と兼務で本プロジェクトの活動を行っ

ていることから、C/P はプロジェクト活動に対して十分な時間を取れない状況が続いてい

る。イラン側の政府職員であるからこそ入手可能なデータ等も多々あるため、C/P の実質

的な不在もしくはわずかな時間の従事体制は、プロジェクトの進捗全般を阻害する要因と

なっている。今後の自立発展性を見据えた技術移転の点からも大きな課題となっていく可

能性もあるため、改善が必要である。 

 

（3）効率性 

・人的投入（日本側） 

日本人専門家については、参加型水管理モデルの構築及び普及体制を整備するうえで必

要な分野の人員が配置されており、妥当と考えられる。一方、投入タイミングの観点から

は、営農分野の長期専門家派遣が当初予定より遅延したことによって若干の効率性損失が

あった可能性がある。 

・人的投入（イラン側） 

C/P は兼務している州 JAO の日常業務が忙しく、本プロジェクト活動に十分な時間を確

保できていない。9 名もの C/P を正式に任命しているにもかかわらず、現状の従事状況で

は人的投入において効率性を欠いていると言わざるを得ない。 

 



vi 

・物的投入 

本プロジェクトの活動を支えるに適正かつ必要最小限の物的投入がなされている（事務

機器及び気象観測機）。 

・予 算 

イラン側予算によって対象地のインフラも少しずつ整備されてきているが、本プロジェ

クト計画時に予定していた整備工事はまだ完工しておらず、プロジェクトの活動にも影響

を及ぼしている。 

・本邦研修 

本邦研修は日本における参加型水管理の実践を視察できる機会となり、プロジェクトが

確立をめざす参加型水管理モデルの具体的なイメージの形成において、C/P にとって非常

に貴重な経験となった。今後は、これらを視察経験にとどめず、本プロジェクトの参加型

水管理モデルの内容構築において有用なアイデアをインプットすることが求められる。 

他方、本邦研修の 2 回目には県農業事務所代表やタザ・アバッドの農民代表も研修参加

者に組み入れるなど、人選面で工夫がなされ、プロジェクト関係者間での共通意識・認識

の醸成の観点から研修の効果を高めたものと評価できる。 

 

（4）インパクト 

・上位目標達成の見込み 

現在プロジェクト目標への達成過程にあり、かつ遅延傾向が見られる現状においては、

上位目標達成の見通しを判断することは困難である。 

・その他インパクトの発現 

小さなインパクトの萌芽は幾つか見られるが、本格的かつ具体的なインパクト発現につ

いては、現時点では特筆すべきものは確認されず、今後プロジェクトで参加型水管理モデ

ルの試行が開始されたあとに期待される。 

 

（5）自立発展性 

・政策面 

農業政策における重要課題として、農業水を最適利用すること、及び農民参加による水

管理を促進することが掲げられており、政策面での自立発展性は高いと考えられる。 

・組織面 

州 JAO の組織構成はおおむね必要な技術分野を網羅しているが、唯一「参加型」を標榜

する部署は設けられていない。今後、自立発展性を担保していくためには、参加型管理を

生産組合に対して支援できる部署（ユニット）の設置、人員配置が必要である。他方、ペ

イバンド農村生産組合の組織体制はマネジャー、会計、ポンプ担当と必要な役職者が配置

されており、組織構成は妥当と判断できる。 

・技術面 

州 JAO の職員能力向上が本プロジェクトの成果で位置づけられているとおり、自立発展

性の判断は今後の活動結果によるものとなる。ただし、州 JAO の C/P の多くはシニア層で

あるため、州 JAO 内の技術移転もプロジェクト終了までに並行して進める必要がある。ペ

イバンドについても、今後策定される参加型水管理モデルが組合に何を求めるかによっ
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て、技術面での自立発展性は異なる見通しとなるため、現時点での判断は困難である。 

・財政面 

参加型水管理を普及していくための活動そのものは、ハードの整備と異なり、多額の予

算を要求するものではない。しかしながら、現時点では参加型水管理モデル普及において

財政面を担う組織が特定されていないため、その見通しは判断できない。 

他方、農民の視点からは、本プロジェクトが提示する水管理の手法によって財政負担は

異なるため、同じく現時点での判断は困難である（今後、自走式スプリンクラーの導入な

どが提言される可能性もあるため）。 

 

３－３ 結論及び提言 

合同評価調査団は以下のとおりの事項を提言する結論に至った。 

（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改定 

ロジックの整理及び指標の見直し（不適切な指標の削除を含む）を中心とした改定を提

案。特に、成果 1 については、複数の要素が含まれていたことから、水管理計画の策定に

絞り込んだ成果とすることを提言した。その前提となるタザ・アバッド地区の使用可能水

量の把握を早急に進めるべきことも意図している。また、水管理モデルの構築を達成する

ため、現在のパイロットサイトに加えて複数のパイロットサイトを設置することを念頭に

置いた改訂も併せて提案。なお、活動と活動計画（Plan of Operations：PO）の見直し及び

具体的な数値目標が設定できていない指標の数値の設定については、時間的な制約上、中

間レビュー調査団が検討対象にできなかったため、今後プロジェクトが実施し、プロジェ

クト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）ver.2 の最終案を作成のうえ、

2011 年 9 月はじめまでにステアリング・コミッティーを開催し、協議・合意することを併

せて提案した。 

 

（2）プロジェクトに対する提言 

① 成果定着のためには参加型水管理に従事する地元の人材を育成することが必須であ

るため、JAO 職員以外の人材を C/P として配置し、C/P 体制を強化することが望ましい。

農家組織の代表者を C/P とすることも一案。 

② プロジェクト内の情報共有体制が脆弱であるため、月例会議の実施などにより改善が

必要。 

③ 関連文書作成、知見・経験の蓄積等のプロセスにおいて、C/P をプロジェクト活動へ

より巻き込んでいく必要がある。 

④ 水管理ユニットの組織体制を形成するにあたっては、農業省農業・土・水総局（通称

カラジ）の経験を参考にすべき。 

⑤ 討議議事録（Record of Discussions：R/D）で決定されているプロジェクトの目的に関

する活動に集中し、数値的にも分かりやすく目標の達成状況を発信していくべき。 

 

（3）農業省に対する提言：以下の項目に関する必要な手続きを取ることを推奨 

① ゴレスタン州農業局内における参加型農家組合管理部門の設置 

② 「灌漑施設/灌漑地における参加型水管理システムの確立」を促進するため民間セクタ
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ーの能力強化。資格審査マニュアルの作成と適格者への資格の付与 

③ 他の州及び国全体へ本プロジェクトの知見と経験を普及するための独立した予算の

配分（国家レベル/州レベル） 

④ 普及員の契約形態の見直し 

⑤ 本レビューの提言事項の実行を推進するチームの設置 

 

（4）ゴレスタン州農業局に対する提言：以下の項目に関する必要な手続きを取ることを推奨

① タザ・アバッド地区の使用可能水量の把握 

② プロジェクト成果の確実な継承のための若手世代の積極的な雇用 

③ 当初計画に沿った灌漑施設の建設と修理の実施 

④ プロジェクト活動に従事できる時間とスペースをより多く確保するための C/P 配置計

画の見直し 

 

（5）JICA に対する提言 

参加型農村開発を専門としたファシリテーターの派遣の検討 
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 評価団派遣の経緯と目的 

１－１－１ 評価団派遣の経緯 

イラン・イスラム共和国（以下、「イラン」と記す）の農業分野は GDP の約 10％、就業人口の

約 30％を占める重要なセクターであるが、国土の 4 分の 3 が年平均降水量 300mm に満たない地

域で、国全体の年平均降水量も 250mm 程度にとどまっており、農業にとって水の確保が重要な

課題である。こうしたなかで JICA はこれまでに、北東部カスピ海沿岸の年平均降水量が多く水

田稲作が盛んなマザンダラン州及びギラン州を主たる対象として、稲作の生産性の向上のため、

技術協力プロジェクト「カスピ海沿岸地域農業開発計画（1990～1996 年）」及び「ハラーズ農業

技術者養成センター計画（1999～2004 年）」を実施し、①圃場整備及び機械化稲作に係る農業関

係機関職員への技術移転、②これら技術の普及のための研修実施体制の整備、③農業関係機関の

他職員や中核農民に対する研修を行った。その結果、これら地域においては、圃場整備と機械化

が進み、生産性向上（単位面積当たりのコメ収量の増加等）が図られてきている｡ 

一方、その他の地域のうち、カナート（地下水源からの導水）を利用した農業以外の地域では

従来天水農業が行われていたが、イランは、こうした地域を中心に、灌漑開発を進めてきた。ゴ

レスタン州はこうして灌漑開発が進められてきた重要な州のうちのひとつで、州内の灌漑農地面

積は 1996 年からの 10 年で約 4 割増加した。農業就業人口比率は約 46％（全国 1 位）、州面積に

占める農地面積（約 54 万 ha）の比率は約 26％と高く、農業が基幹産業であり、主に飼料作物や

小麦、大麦が栽培されている。 

JICA は、このゴレスタン州のゴルガン平原を対象に、2002 年に水資源の有効利用と塩害防止

策を考慮した灌漑排水計画の策定のための開発調査「ゴルガン平原灌漑排水及び農業開発計画調

査」を実施し、そのなかで本プロジェクトの支援対象地であるタザ・アバッド灌漑地区など 2 灌

漑地区の詳細開発計画を含む開発計画が策定され、①営農、②灌漑排水、③農業生産組合強化の

方向が示された。イラン政府は、同開発計画を受けて独自の予算で、施設整備を実施してきてい

るが、農民への営農指導や農民組織の強化（特に水管理機能）が不十分なこともあって、整備さ

れた灌漑設備が十分に機能しておらず、地域の農業生産性は低く、農民収入も低い水準にとどま

っている。 

このような背景の下、イラン政府は、わが国に本技術協力プロジェクトを要請した。これを受

け、JICA は 2007 年 11 月に事前調査を実施し、プロジェクトの協力内容についてイラン政府と協

議のうえ、2009 年 1 月より 5 年間の予定で、「ゴレスタン州住民参加型農業開発促進プロジェク

ト」を実施しており、住民参加型の水管理モデルを確立することを目標に、長期専門家（チーフ

アドバイザー/参加型水管理、灌漑排水、営農システム、業務調整/研修）や短期専門家（営農シ

ステム、農民組織強化、水文/気象など）を派遣して活動を実施している。 

今般、プロジェクト開始から約 2 年半が経過し、公式・非公式に複数の課題や改善点の提起が

日本・イラン側双方の関係者から示されていることも踏まえ、中間レビュー調査団を派遣するに

至った。 

 

１－１－２ 調査団派遣の目的 

本調査団は以下の 4 点を目的として派遣された。 
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① プロジェクト開始から協力期間の折り返しにあたる 2 年半が経過し、公式・非公式に複

数の課題や改善点の提起が日本・イラン側双方の関係者から示されているところ、技術協

力の開始から現在までの実績と計画達成度を、R/D、PO 及び PDM 等に基づき、評価 5 項

目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）に沿って日本側・イラン側双

方で総合的に調査・レビューし、その結果を中間レビュー報告書として取りまとめる。 

② R/D、PDM、PO 等の疑問点・修正点については、イラン側関係者と合意のうえで、修正

を行う。 

③ プロジェクト実施・運営上の問題点や後半協力期間の活動方針等について、イラン側関

係者と協議を行い、必要な提言を行う。 

④ 今後の円滑なプロジェクト運営のために取るべき措置について協議し、結果を日本、イ

ラン両政府及び関係当局に報告・提言する。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

１－２－１ 調査団の構成 

団長 高橋 政行 JICA 農村開発部 畑作地帯第二課長 

灌漑/参加型水管理 石橋 広毅 農林水産省 農村振興局 整備部設計課 

海外土地改良技術室 

評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社 

計画管理 浅川 祐華 JICA 農村開発部 畑作地帯第二課 

 

１－２－２ イラン側合同評価委員 

Leader Mr. Esmail 

JABBARI, 

Operation company and People Participation Group 

in Water Transfer and Distribution Facilities, Iran 

Water Resources Management Company 

Water Facility Operation 

and Maintenance 

Mr. Abbas 

GHADERI 

Agriculture water and Soil office, Ministry of 

Jihad-e Agriculture 

Training and Extension Mr. Mohammad 

SABZEH 

Agriculture Economy and Rural Development 

Planning Group, Jihad-e Agriculture Organization, 

Golestan Province 

 

１－２－３ 調査期間 

2011 年 7 月 2～15 日（14 日間） 

官団員は 7 月 7～15 日（9 日間） 

なお、詳細日程表は「付属資料１．調査日程」のとおり。 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要（成果、活動等は中間レビュー実施前の PDM による） 

（1）実施機関 

ゴレスタン州農業局〔Jihad-e-Agriculture Organization, Golestan Province（JAO）〕 
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（2）プロジェクトサイト 

ゴレスタン州 

 

（3）協力期間 

2009 年 1 月 16 日～2014 年 1 月 15 日（5 年） 

 

（4）上位目標 

1． 住民参加型水管理モデルの導入によりタザ・アバッド地区における水生産性が向上する。 

2． タザ・アバッド地区での経験と知識がゴレスタン州の他地域及びイラン国内における水

管理組織設立のために活用される。 

 

（5）プロジェクト目標 

タザ・アバッド灌漑地区に参加型水管理を普及させるための体制が整備される。 

 

（6）成 果 

1： タザ・アバッド地区全体の水管理計画が整備され、ペイバンド農村生産組合によって主

要な用水路及び排水施設の運用管理が行われるようになる。 

2： パイロットサイトにおいて、水の最適利用及び改良型営農システムによりなる参加型水

管理モデルが定着している。 

3： 参加型水管理に係るゴレスタン州農業局職員の能力が向上する。 

4： ゴレスタン州内他地域へ参加型水管理を普及させる準備ができる。 

 

（7）活 動 

1-1 地域全体の現状を把握するためのベースライン調査を実施する。 

1-2 タザ・アバッド灌漑地区内に、プロジェクト推進のための協議会を設置する。 

1-3 タザ・アバッド灌漑地区の全体営農計画を策定する。 

1-4 タザ・アバッッド灌漑地区の全体灌漑計画を策定する。 

1-5 タザ・アバッド灌漑地区の全体灌漑排水施設維持管理計画を策定する。 

1-6 タザ・アバッド灌漑地区で活動するペイバンド農村生産組合に、水管理部門、基幹施設

操作･維持管理部門など必要なユニットを設置する。 

1-7 2 次水路ごとの「水管理グループ」設立を支援する。 

1-8 タザ･アバッド灌漑地区の GIS データベースを作成する。 

1-9 基幹施設を適切に操作･維持管理するための研修を行う。 

2-1 パイロットサイトを選定する。 

2-2 パイロットサイトにおいて、「水管理グループ」を組織する。 

2-3 パイロットサイトの灌漑計画を策定し実践する。 

2-4 パイロットサイトの灌漑施設維持管理計画を策定し実践する。 

2-5 パイロットサイトの営農計画を策定し実践する。 

2-6 パイロットサイトにおいて、必要最小限の灌漑排水施設を整備する。 

2-7 農民間の営農及び水管理に係る知識と技術の共有を図るために、タザ・アバッド灌漑地



－4－ 

区の農民を対象としたワークショップと研修を実施する。 

2-8 パイロットサイト内の展示圃場において適切な水管理の実践による新しい営農技術を

導入する。 

3-1 パイロットサイトにおける経験を整理し、ワークショップ及び研修用の教材を開発す

る。 

3-2 参加型水管理モデルの普及を行うための組織づくりを行う。 

3-3 ゴレスタン州の水管理関係者（農民、農業生産組合職員、ゴレスタン州農業局職員、水

公社職員など）に対するワークショップと研修を実施する。 

4-1 ゴルガン川流域の灌漑地区間において、水質と水量を考慮した適正な水管理の調整方法

を検討する。 

4-2 ゴレスタン州内の他地域やイラン国内他地域へ参加型水管理を普及させるために、タ

ザ･アバッド灌漑地区の経験の整理と検証を行う。 

4-3 参加型水管理を普及するための各種技術マニュアルや報告書を作成する。 
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第２章 評価の手法 
 

２－１ 主な調査項目 

本中間レビュー調査は、2009 年 5 月に設定された PDM Ver. 1 に基づき、プロジェクトの実績、

実施プロセス、評価 5 項目に関する評価を行ったものである。主な調査項目は以下のとおり。 

1）PDM に記載の指標に基づく、現時点におけるアウトプット、プロジェクト目標の達成度状

況並びに上位目標の達成見込みの評価 

2）実施プロセスの状況調査 

3）以下の評価 5 項目に関する評価 

妥当性： イランの灌漑農家や関連政府機関のニーズとの整合性、イランの国家開発計画

等との整合性、日本の援助政策との整合性、プロジェクトアプローチの適切性 

有効性： プロジェクト目標の達成度、アウトプットのプロジェクト目標達成への貢献度 

効率性： 達成されたアウトプットからみた投入の質・量・タイミングの適切性、効率性

を促進・阻害した要因 

インパクト：上位目標達成の見通し、その他、プロジェクト実施によりもたらされた正負の

効果・影響 

自立発展性：開発政策との整合性、実施機関の運営管理能力、技術面における自立発展性 

 

２－２ 調査方法 

上記の調査項目に関する情報・データ収集は、以下の方法により実施した。 

情報・データ 

収集方法 
目的 主な情報源 

①文献調査 プロジェクトに関連

する政策、プロジェク

トの実績に関連する

資料 

 事前評価表 

 対イラン事業展開計画 

 プロジェクト進捗報告書 

 プロジェクトの投入・活動・実績に関する資料・

報告書類 

②インタビュー プ ロ ジ ェ ク ト の 実

績・進捗状況及び実施

プロセスに関するヒ

アリング・確認 

 日本人専門家 

 イラン側 C/P 機関（ゴレスタン州 JAO）の C/P

及び関係者 

 プロジェクトサイトの農家（農業生産組合、水

管理グループ等のメンバー農家を含む） 

③質問票 成果の発現状況、効率

性、インパクト、自立

発展性等に関する事

項の把握 

 日本人専門家及び C/P 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

（1）日本人専門家の派遣 

次の 4 分野の長期派遣専門家が派遣されている。1）チーフアドバイザー/参加型水管理、

2）灌漑排水、3）営農システム、4）業務調整/研修である。また、以下 4 分野の短期専門

家が派遣された。1）営農システム、2）水文/気象、3）農民組織強化である。これらの派

遣状況はほぼ計画どおりである。専門家派遣実績詳細は「付属資料３．ミニッツの Annex 3」

参照のこと。 

 

（2）本邦研修 

中間レビュー時点で、13 名の C/P が本邦研修に参加した。詳細は、「付属資料３．ミニ

ッツの Annex 4」参照のこと。なお、2009 年に予定されていた本邦研修はイラン側の都合

により中止となった経緯がある。 

 

（3）機材供与 

コピー機及び気象情報観測機器等が供与された。機材費は 1 億 9,900 万イランリアル（約

140 万円）である。詳細は「付属資料３．ミニッツの Annex 5」参照のこと。 

 

（4）日本側負担現地活動費 

プロジェクト活動に必要な経費として、プロジェクト開始から 2010 年度末までの期間に

おいて、約 3,300 万円を日本側が支出した。詳細は「付属資料３ ミニッツの Annex 6」参

照のこと。 

 

３－１－２ イラン側投入 

（1）カウンターパート（C/P）の配置 

中間レビュー調査時点で、9 名の C/P が配置されている。C/P 配置実績詳細は「付属資

料３．ミニッツの Annex 7」参照のこと。 

 

（2）イラン側の経費負担 

イラン側の 2008～2011 年中間レビュー実施時点までの費用負担額は、4 億 200 万イラン

リアル（約 280 万円）である。詳細は「付属資料３．ミニッツの Annex 8」参照のこと。 

 

３－２ 成果の達成状況 

成果 1． 「タザ・アバッド地区全体の水管理計画が整備され、ペイバンド農村生産組合によっ

て主要な用水路及び排水施設の運用管理が行われるようになる」 

指標： 

1． ペイバンド農村生産組合内に適切な水管理、施設運用管理を行うための部会が設置され

る 
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2．タザ・アバッド地区の水管理計画が策定されている 

3．タザ・アバッド地区の灌漑施設維持管理計画が策定されている 

4．タザ・アバッド地区の営農計画が策定されている 

5．適正な維持管理下にある幹線水路延長 

6．管理日報・月報の数 

 

成果 1 の進捗は、進展している側面も見られるものの、総じて遅延している。ペイバンド農村

生産組合内の 36 の水利グループ代表からなる水管理ユニット立ち上げなど、組織的側面において

は進捗が見られるが、タザ・アバッド地区全体の水管理計画、灌漑施設維持管理計画、営農計画

の策定については、地籍図や地形図といった基本情報の未整備やそれに伴う水利グループ設置の

遅れ、同地区で確保できる水量がいまだ不明確であることなど、想定外のマイナス要因により、

計画に対して遅れが生じている。 

 

それぞれの指標における達成状況は以下のとおりである。 

指標 1 が示す「水管理・施設運用管理を行う部会」の設立については、既に準備が進められて

おり、近々に正式な設立が見込まれている。これまでに農村組合中央機関から部会設立に関する

指導を受け、そのうえで農村生産組合定款の変更案が作成されている。この定款変更案について

は、水利グループリーダー及びタザ・アバッド・コミッティー委員からの修正案を反映したもの

となっており、今後の定款変更承認はほぼ確実と考えられる。なお、ここでいう部会とは、本プ

ロジェクトによって設立された 36 の水利グループのリーダーから構成される組織である。一方、

水管理ユニットは、この部会に加えて、評議会、執行マネジャーを加えた組織体となる。 

 

指標 2 の「水管理計画の策定」については、現在までに灌漑実績、圃場面積、必要水量、水質

（塩分濃度）などの基礎データの収集、分析が行われ、かつ施設現況図が作成された。しかしな

がら、現時点において計画の策定には至っていない。 

遅延に係る主たる要因としては、対象地域においては豊水水利権（河川水に余裕があるときの

み取水が可能であり、取水量が担保されない水利権）しか認められておらず、取水可能量が明確

になっていないことが挙げられる。加えて、上流地域における新たなダム建設計画等、周囲の環

境変化が現在なお著しいことも水管理計画の策定を困難にさせている。 

なお、取水可能量の明確化は水源を管理するエネルギー省と農業省、及び農民を含めたプロジ

ェクト関係者の間で今後討議される予定である。今後は本討議を加速させると同時に、取水量が

仮に明確化されない条件の下でも、柔軟に対応し得る計画を併せて策定していくことが求められ

ている。 

 

指標 3 にある「施設維持管理計画」に係るこれまでの実績としては、計画策定に必要な施設台

帳の作成が挙げられる。他方、施設に係る操作・維持管理規定の策定、及び施設の補修更新計画

については遅延している（なお、水管理ユニットの定款策定時において、操作・維持管理に関す

る責任分掌の議論は実施済み）。 

これらに未着手であった要因としては、これまで水利グループが設立されていなかったために

維持管理計画をプロジェクトとともに協同作成する対象がいなかったことが挙げられる。他方で、
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プロジェクト開始時に整備されていると思われていた地籍図や地形図といった基本情報の未整備

等により、水利グループの設立自体にも想定以上の時間を費やしてきたことも、計画の協同作成

に至る前段の遅延要因ともなった。 

 

指標 4 の「営農計画の策定」に向けたこれまでの活動としては、タザ・アバッド地区全域に試

験圃場（1 カ所）、展示圃場（7 カ所）が設置されたことや収量調査、土壌調査が実施されたこと

などが挙げられる。また、展示圃場を利用したファーマーズ・デイや、州の農業研究センターへ

のスタディツアー（約 50 人の農民参加）も営農・普及活動の一環として行われてきている。ただ

し、深刻な水不足等により営農計画の策定は当初計画より遅れている。 

遅延している主たる要因としては、対象地の水不足が深刻化していることにかんがみ、営農技

術の改善を考慮する対象に天水農業を加えるなど、計画内容の見直しを図ったことが挙げられる。

また普及員の雇用形態が民間契約となっており、契約期間が半年や 1 年といった短期であること

から、農家と普及員との信頼関係構築や普及員が替わる際の引き継ぎなどに課題があり、普及体

制が脆弱なことも活動の阻害要因のひとつとなっている。 

なお、当初のスケジュールに比して遅延しているという評価結果にならざるを得なかったが、

実際の営農計画は何年間かのトライアルを通して構築、改善していくものであることから、当初

の計画にもやや不備があったということもあり、一概に遅延しているという判断は必ずしもあた

らない面もあることを付記する。 

 

指標 5 の「主要幹線の延長距離」は、PDM において目標とする距離が定められていなかったた

め、指標達成の判断はできない。ただし現地調査での実見によると、ペイバンド農村生産組合が

責任を有する水路は泥上げがされていない箇所も多く、適正とされるに足る水路延長には達して

いないものと推定される。 

 

指標 6 の「管理日報・月報」についても、PDM において具体的な設定はなかったため、判断は

困難であった。 

これまでに作成された管理日報としてはポンプ運転日報が挙げられる。同日報はペイバンド農

村生産組合のポンプ責任者によって記録されている。未着手と考えられる管理日報としては、水

の配分記録に係る日報、及び調整池の水収支日報が挙げられるが、これら未着手の要因としては、

水位標が設置されていないため配分量を把握できないこと、及び調整池については現在機能して

いない（水が不足している）ことが挙げられる。 

 

成果 2． 「パイロットサイトにおいて、水の最適利用及び改良型営農システムによりなる参加

型水管理のモデルが定着している」 

指標： 

1．農家による水管理組織体制が定着している 

2．農家による水管理計画の整備 

3．適正な作付け体系、作物の多様化など改良営農体系の導入 

4．パイロットサイトにおける農家の参加数及び割合 
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成果 2 の進捗は、進展している側面も多く見られるものの、やや遅延している。パイロットサ

イトにおける水管理組織の立ち上げや改良営農体系の導入などでは大いに進捗が確認された。他

方、水管理計画の策定は、輪番制による灌漑システムなど導入すべき計画の方向性は打ち出され

てきたものの、旱魃などの影響によって試行段階には至っていない。 

 

それぞれの指標における達成状況は以下のとおりである。 

指標 1 が示す「水管理組織体制の定着」に関連する実績としては、パイロットサイト内で 3 つ

の水利グループが設立されたことが挙げられる。水利グループはリーダー、副リーダー、ゲート

キーパー3～4 人の役職者とその他一般メンバーから構成されており、その体制はパイロットサイ

ト外の 33 の水利グループにも同様に適用されている。しかしながら、これまでこの組織体制で水

管理を実施した実績はまだないため、「定着している」状態までには至っていない。 

 

指標 2 の「水管理計画の整備」に関連する実績としては、水利グループに対して輪番制による

灌漑の仕組みを説明したり、灌漑カレンダーの作成を行ったりしてきた。また、パイロットサイ

トにおける灌漑効率の測定や灌漑用水水質調査、改善型灌漑方法の導入なども合わせて実施して

いる。このように、さまざまな取り組みを進めてきたものの、直近の灌漑時期において極端な水

不足に見舞われたため、これら水管理に係る試行的実施はできていない状況にある。 

 

指標 3 の「改良営農体系の導入」に関する作物の多様化については、これまでヒマワリや菜種

などの作物に関して展示圃場などで有効性が試されてきており、営農体系の確立に向けた教訓を

集約している段階にある。 

なお、プロジェクト計画当初、作物の多様化は参加型水管理における農民参加のインセンティ

ブとして機能することが期待されていたが、水不足が深刻な状況下では農民が新たな作物導入へ

のリスク意識をもちやすいことが分かってきている。そのため、プロジェクトでは、営農計画に

おいて、作物の多様化は継続的に試行していくものの、併せて主要作物である小麦、大麦の低投

入かつ安定収量をめざす営農方法も重視することとしており、天水農業の営農改善も活動に取り

入れることとなっている。 

 

指標 4 の「農家の参加数及び割合」については、パイロットサイトにおいて土地を有する農家

はすべて水管理組織に参加しており、その観点からは指標の示す状況は達成している。 

 

成果 3． 「ゴレスタン州農業局の住民参加型水管理に関する能力が開発される」 

指標： 

1．住民参加型水管理の研修教材の作成状況 

2．住民参加型水管理の実践農家数 

3．パイロットサイトにおける住民参加型水管理モデル設立過程に関する報告書 

 

成果 3 の進捗は進展している側面も見られるものの、総じては遅延している。住民参加型水管

理に関するモデル策定が遅延しているために、成果 3 に係る活動まで及んでいないのが実態であ

る。本成果はそもそもプロジェクト後半から本格的に取り組む内容であるため、中間レビュー時
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点では大きな問題とはならないが、現在 JAO 職員のプロジェクトへの従事状況が必ずしも十分で

はないといった課題もあるため、今後は本成果の発現に向けてプロジェクトの実施体制そのもの

を改善していくことも同時に求められている。 

 

それぞれの指標における達成状況は以下のとおりである。 

指標 1 が示す「研修教材の作成状況」については、参加型水管理の全容がまだ明らかになって

いないため、現時点では未着手となっている。 

 

指標 2 の「実践農家数」についても上記と同様に、現時点ではまだ参加型水管理の試行を模索

している時期にあるため、実践段階にまで進んだ農家は現時点では確認されていない。 

 

指標 3 の「モデル設立過程に関する報告書」としては、ステアリング・コミッティーに提出す

る活動成果報告書があり、同報告書のなかでモデル設立に向けた活動経過が示されている。しか

しながら、同報告書はプロジェクトの活動全般を含んでおり、この報告書をもって設立過程を丹

念にフォローしていくことは難しい。本指標の求めた内容は、プロジェクト終了後の普及時にお

いてガイドブックのような役割を想定した報告書であるため、今後は係る要素を念頭に置いた報

告書の作成が求められる。この点においては、成果 3 で取り組む研修教材や成果 4 のガイドライ

ン、マニュアル等の作成と適宜調整を図り、非効率な重複した活動を回避することも必要である。 

 

成果 4． 「ゴレスタン州内の他地域へ参加型水管理システムを普及するための準備ができる」 

指標： 

1．参加型水管理に係る現在の政策と規則が策定される 

2．参加型水管理に関する技術マニュアル及び報告書の作成 

 

成果 4 は、当初のスケジュールどおりプロジェクト後半から着手される予定であるため、現時

点においては本成果に直接関連する進捗はない。なお、成果 4 の内容に係る PDM 上のロジック

整理については、後述「４－２ PDM の改訂」を参照。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標 

「タザ・アバッド灌漑地区に参加型水管理を普及させるための体制が整備される」 

指標： 

1．ゴレスタン州農業局により住民参加型水管理に関する普及活動計画が策定される 

2．ゴレスタン州農業局内において必要な予算及び人員が割り当てられている 

3．ペイバンド農村生産組合職員及びゴレスタン州農業局職員の研修受講者数 

 

プロジェクト目標は進展している側面も見られるものの、総じて遅延している。本プロジェク

ト目標が示す「普及のための体制」とは、「普及すべきモデル」「活動計画」「（実施能力を兼ね備

えた）人材/組織」「予算」から構成されるものであり、それぞれは本プロジェクトの各成果とほ

ぼ同一のものである。 
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つまり、成果の達成が同時にプロジェクト目標の達成を確約させるものであるため、成果の達

成が遅延傾向にある現状では、必然的に本プロジェクト目標の達成状況も同じく遅延している状

況となる。 

 

それぞれの指標における達成状況は以下のとおりである。 

指標 1 が示す「活動計画」の策定は、成果の項目において上述したとおり、住民参加型水管理

モデルを現在策定中であるため、その次のステップに該当する「活動計画」の策定にはまだ至っ

ていない。指標 2 についても同様の背景及び状況である。 

 

指標 3 については、目標とする受講者数の数値が定められていないため、中間レビュー時点で

成否の判断はできなかった。しかしながら、これまでペイバンド農村生産組合の職員・農民は集

会及び展示圃場の活動に多数参加してきた。研修という形式での参加はゴレスタン州農業研究セ

ンターへのスタディツアー等の一部に限られるが、「能力強化の機会を得てきた」農民という意味

では多数にのぼる。他方、ゴレスタン州 JAO 職員についても本プロジェクトでの活動を通して能

力強化はなされてきたと考えられるが、プロジェクト活動以外の業務で多忙であるといった理由

により、本プロジェクト活動の主体的な実施が不十分な面もあり今後の体制強化等の改善が求め

られている。なお、本プロジェクトでは本邦研修を実施しており、これまで州職員から計 10 名が

参加している。日本において参加型水管理が機能している実態を見聞して理解を深め、帰国後に

それらを生かして活動のなかで提案を行うなど、プロジェクトの活動推進に寄与している。 

 

３－４ 上位目標の達成見通し 

上位目標 1． 

「住民参加型水管理モデルの導入によりタザ・アバッド地区における水生産性が向上する」 

上位目標 2． 

「タザ・アバッド地区での経験と知識がゴレスタン州の他地域及びイラン国内における水管理

組織設立のために活用される」 

指標： 

1．タザ・アバッド地区の水生産性が○○％向上する 

2．タザ・アバッド地区の農業生産収入が○○％向上する 

3．農家管理の灌漑水路数が増加する 

4．タザ・アバッド地区の経験を反映して設立された水管理組織数が増加する 

 

プロジェクト目標への達成過程にあり、かつ遅延傾向が見られる現状においては、上位目標達

成の見通しを判断することは困難である。 

なお、本中間レビューにおいては、上位目標に関して大意としては同様であるが、若干の内容

変更を行い（上位目標 2）、かつ指標の見直し（指標 1、2、4）も行った。詳細については、後述

「4-2 PDM の改訂」を参照。 
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３－５ プロジェクトの実施プロセス 

３－５－１ コミュニケーション 

プロジェクト内部では、日本人専門家並びに C/P ともに多忙な環境下において双方のコミュ

ニケーションに努力が払われていることは確認できたものの、必ずしも十分ではなく、早急に

改善することが求められる。 

現在、主たる C/P である州 JAO 職員は、本プロジェクト活動に係る業務とそれ以外の日常業

務を同時にこなしているため、概してプロジェクト活動に対する従事時間が少ないのが現状で

ある。灌漑分野では日本人専門家と C/P との定期的なミーティングが実施されているが、その

他の分野では定期的なミーティングは事実上実施されていない。さらに、プロジェクト全体の

関係者会議も十分な人数の C/P を参集できないまま開催されることが多く、実質的な打合せは

必要に応じて個別に実施する状況が続いている。今後は、本中間レビューの提言にもあるとお

り、定期的な全体会議及び分野別会議の場を設けることが必要である。 

 

３－５－２ モニタリング 

本プロジェクトの進捗管理は、JICA 側に提出する 2 カ月報告や半期報告及びステアリング・

コミッティーに提出する活動報告などによって実施されてきた。しかしながら、これら報告内

容は関係する C/P 及びステークホルダーと十分に共有されてこなかった面もあり、結果として

報告書によるモニタリング機能は十分に果たされているとは言い難い（情報共有は担当者限り

であり、州 JAO 内での伝達状況にも問題が多いことが指摘されている）。 

また、プロジェクトの各分野を横断する共通のモニタリング・フォーマットなどは、上述の

報告書以外にはなかったため、プロジェクト内部で進捗状況への理解、認識に差異が生じてき

たものと推測される。このことは、本中間レビューにおいても、日本人専門家がプロジェクト

の進捗に遅延傾向が見られると認識していたことに比して、多くの C/P はおおむね順調に進捗

していると認識していたことにも現われている。他方でプロジェクトに積極的に参加している

一部の C/P は、進捗状況に関して日本人専門家に近い認識であった。したがって、本中間レビ

ューで提言したとおり、月例会議の実施などにより、プロジェクト内の情報共有体制を強化す

ることが必要である。 
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第４章 レビュー結果 
 

４－１ 評価 5 項目による評価 

４－１－１ 妥当性 

（1）イラン政府の政策との整合性 

イランは第 4 次国家開発 5 カ年計画（2005 年 3 月～2010 年 3 月）において水資源開発及

び水資源の有効利用を開発重点項目として挙げており、これは第 5 次国家開発 5 カ年計画

（2010 年 3 月～2015 年 3 月）にも引き継がれている。同 5 カ年計画では、「農業」「水資

源」の項において、農業水を最適利用するために灌漑システムの改善を図り、灌漑効率を

向上させることを目標として掲げている。 

また、農業省は中長期的な基本方針として、農民の参加による水管理を最優先課題とし、

灌漑地区の水管理を段階的に農民に委譲することとしている。 

以上から、本プロジェクトがめざす目標並びに一連の活動は、イラン政府の政策に極め

て整合したものと判断できる。 

 

（2）国別援助計画との整合性 

日本の対イラン事業展開計画においては、「都市と農村の格差是正」を援助重点分野のひ

とつとして位置づけており、そのうち本プロジェクトは「適正な水管理を行い、限られた

水資源の有効活用、天候に影響されにくい安定した農業生産システムを確立していく」た

めの支援活動として、中心的な取り組みのひとつとされている。以上の点から、本プロジ

ェクトは日本の援助計画に整合しているといえる。 

 

（3）ターゲットグループ/カウンターパート（C/P）の選定 

1） ニーズとの整合性（ゴレスタン州農業局） 

ゴレスタン州では天水に依存する農業形態を改め、安定的な農業生産の確保、水資源

の効率的な利用に向けて灌漑農業を推進してきた。しかしながら、その重点は灌漑施設

の建設や整備のハード面に置かれてきたことから、その維持管理に係る制度の確立や農

民の組織化などは十分に行われてこなかった。 

政府は今後灌漑地区の水管理を農民に委ねる方向性を示しているものの、ゴレスタン

州では参加型水管理を成功裡に実践した例はなかったため、本プロジェクトを契機に参

加型水管理モデルの有効性及びノウハウを学び取りたいとしていた。このモデルの有効

性への期待は本中間レビュー時にも改めて強く示されており、プロジェクトの範疇を超

えるものではあるものの、イラン側は本プロジェクトの成果を州内外にまで拡大するこ

とを表明するなど、そのニーズは非常に高い。 

2） ニーズとの整合性（ペイバンド農村生産組合） 

プロジェクト対象地のタザ・アバッドを管轄するペイバンド農村生産組合にとって、

限られた水資源を有効に使いながら、組合員である農家たちにでき得る限り等しく安定

的に水を分配、管理していくことは長年の課題であった。よって、本プロジェクトは農

家のニーズにも適合しているといえる。 
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3） C/P の適切性（ゴレスタン州農業局） 

本プロジェクトがめざす「参加型水管理の体制を構築する」にあたって、イランの組

織的ヒエラルキーの観点及び擁する人材層の観点からは、ゴレスタン州 JAO が主たる

C/P に位置づけられていることは妥当と判断できる。 

しかしながら、実際の普及活動を視野に入れた場合、その他のステークホルダー、例

えば県及び郡の農業事務所・普及センター職員なども正式な C/P として組み入れること

で、プロジェクトの有効性並びに効率性は更に高まることが期待できる。なお、本中間

レビューにて、関連事項を提言している。 

 

（4）日本技術の優位性 

日本は国、県及び土地改良区による協同作業によって灌漑事業を展開してきた。本プロ

ジェクトは、これら日本が長く経験してきた灌漑事業からの教訓を有効に活用することが

可能である。また、営農の観点からも、土壌保水機能の改善技術（堆肥、輪作など）や農

家への技術指導方法・体制など、日本が培ってきた技術を適宜導入していくことが計画さ

れている。以上から、本プロジェクトは日本の技術的経験及び知見が十分に活用できる内

容となっている。 

 

４－１－２ 有効性 

（1）プロジェクト目標及び成果の達成度 

本プロジェクトの目標及び成果は、その達成に向けて徐々に実績を積み重ねてきている

が、現時点までの達成状況は当初のスケジュールに比して遅延している。遅延に係る要因

については、下記の阻害要因を参照。 

 

（2）外部条件の充足 

本プロジェクトでは外部条件として「タザ・アバッド地区への水供給が悪化しない」こ

とが掲げられているが、水不足等により豊水水利権しかない当該地区では 2010～2011 年の

灌漑期に水供給量が極めて悪化した。そのため、この時期に関しては、外部条件は充足で

きなかったといえる。 

ただし、対象地では今後、気候条件のみならず、上流に新たなダムが建設される可能性

もあるなど、水供給量そのものが常時減少する可能性も視野に入れていく必要がある。つ

まり、極端に想定を超える水量減少は外部条件として引き続き考慮されるものではある

が、一定レベルまでの減少・悪化はプロジェクトにて想定のうえ、対策を活動に盛り込ん

でいくことが今後必要となっている。 

 

（3）プロジェクト目標・成果達成に係る貢献要因 

具体的な成果の発現が待たれている現状においては、貢献要因の分析は今後に期待され

るものである。なお、本邦研修は参加者から好評を得ているため、今後の計画策定におい

て、その見聞した内容を効果的に活用されることが期待される。 
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（4）プロジェクト目標・成果達成に係る阻害要因 

（対象地における使用可能水量の把握・確定） 

タザ・アバッド地区の水管理計画を策定するにあたり、対象地域が豊水水利権しか付与

されていないことなどから、その最重要かつ大前提となるべき使用可能水量が特定できな

いまま現在に至っており、計画策定の大きな阻害要因となってきた。水源を管理するエネ

ルギー省と農業省及びプロジェクト関係者の間では、本事項を重要事項としてとらえられ

てきたものの、討議の結論が得られないままの状態が続いてきた。今後、本事項は改めて

最優先に結論を出すべき事項として関係者が取り組む予定である。 

 

（基本データの作成） 

水管理計画を策定するにあたって基礎的データとなる、地籍図や地形図がプロジェクト

開始当初になかったため新たに作成する必要が生じた。そのため、本格的な管理計画の作

成に着手するまで想定以上の時間を要することとなった。 

 

（C/P によるプロジェクトへの従事体制） 

本プロジェクトの C/P は、他の州 JAO の担当業務と兼務で本プロジェクトの活動を行っ

ていることから、C/P はプロジェクト活動に対して十分な時間を取れない状況が続いてい

る。水管理計画を策定するにあたっては、イラン側の政府職員であるからこそ入手可能な

データ等も多数あるため、C/P の実質的な不在もしくはわずかな時間の従事体制では、日

本人専門家が効率的に業務を遂行することはできない。この点は、プロジェクトの成果達

成状況に影響を及ぼしてきただけでなく、今後の自立発展性を見据えた技術移転の点から

も大きな課題となっていく可能性もあるため、改善が必要であるといえる。 

 

４－１－３ 効率性 

（1）人的投入 

【日本側投入】 

日本人専門家については、参加型水管理モデルの構築及び普及体制を整備するうえで必

要な各専門分野の人員が配置されており、妥当と考えられる。一方、投入タイミングの観

点からは、営農分野の長期専門家派遣が当初予定より遅延した点が指摘されるが、この空

白期間は短期専門家の派遣によって業務が進められた。ただし、業務の一貫した継続性が

安定した成果の発現につながるとの観点からは、若干の効率性損失があった可能性があ

る。 

 

【イラン側投入】 

イラン側の説明によれば、本プロジェクトでの取り組みは重要かつ新たなコンセプトを

提示するものであるため、州 JAO のなかでもベテラン職員を C/P として配置したとしてい

る。しかしながら、局内の中堅から課長クラスを配置したために、逆に兼務している州 JAO

の日常業務が忙しく、本プロジェクトに対して十分な時間を確保できないという矛盾に直

面している。9 名もの C/P を正式に任命しているにもかかわらず、現状の従事状況では効

率性を欠いていると言わざるを得ない。 
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（2）物的投入 

本プロジェクトでは必要最低限の事務機器及び気象観測機（1 台）が投入されている。

観測機については対象地域の基礎データの継続収集が必要であるため、妥当と考えられ

る。 

 

（3）予 算 

イラン側も本プロジェクトに対しては優先的に予算配分を行っており、対象地域のイン

フラも少しずつ整備されてきている。ただし、本プロジェクト計画時に予定していた整備

工事（調整池の西側水路の整備等）はまだ完工しておらず、プロジェクトの活動にも影響

を及ぼしている。 

 

（4）本邦研修 

本邦研修は参加型水管理の実践（日本における土地改良区の取り組み等）を視察する機

会を提供するものであり、プロジェクトが確立をめざす参加型水管理モデルの具体的なイ

メージの形成において、C/P にとって非常に貴重な経験となった。ただし、C/P にとって

自己満足度は非常に高いものの、成果の発現に対してどの程度貢献しているかは現時点で

は不明であるため、今後は、これらを視察経験にとどめず、本プロジェクトの参加型水管

理モデルの内容構築において有用なアイデアがインプットされることが求められる。 

他方、本邦研修の 2 回目には州 JAO のみならず、県農業事務所代表やタザ・アバッドの

農民代表も研修参加者に組み入れるなどの工夫がなされている。この点は本プロジェクト

関係者間で共通の意識・認識を醸成するうえでも効果が期待できるものであり、高く評価

できる。 

 

４－１－４ インパクト 

プロジェクト活動を通じて、農民の間で意識の変革が少しずつではあるが生まれてきている。

これまで灌漑施設は政府の所有物という意識であったが、農民自らのものという認識が芽生え

始めていることが、本中間レビューの際に農民自ら表明された。このように小さなインパクト

の萌芽は幾つか見られるが、本格的かつ具体的なインパクト発現については、今後プロジェク

トで参加型水管理モデルの試行が開始されたあとにみられると考えられる。 

 

４－１－５ 自立発展性 

（政策面） 

イランの第 5 次国家開発 5 カ年計画（2010 年 3 月～2015 年 3 月）にもあるとおり、農業水

の最適利用及び農民参加による水管理は、農業政策における重要課題のひとつとして位置づ

けられている。今後もこの方向性を堅持していく可能性は高く、政策面での自立発展性はお

おむね高いと考えられる。 

 

（組織面） 

州 JAO の組織構成はおおむね必要な技術分野を網羅しているが、唯一「参加型」を標榜す

る部署は設けられていない。現状において「農村組合」担当部はあるものの、実質的には組
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合設立に係る認可や、組合活動の法的側面からの監督業務などが多く、参加型のコンセプト

に応じた組合活動を支援する部署とはなっていない。自立発展性を担保していくためには、

このような部署（ユニット）の設置、人員配置が必要である。 

他方、ペイバンド農村生産組合の組織体制はマネジャー、会計、ポンプ担当と必要な役職

者が配置されており、その組織構成は妥当と判断できる。 

 

（技術面） 

州 JAO の職員能力向上が本プロジェクトの成果で位置づけられているとおり、自立発展性

の判断は今後の活動結果によるものとなる。ただし、州 JAO においては、C/P の多くがシニ

ア層であるため、JAO 内の技術移転も合わせて考慮していく必要がある。 

ペイバンド農村生産組合についても、今後策定される参加型水管理モデルが組合に何をど

こまで求めるかによって、その技術面での自立発展性は異なる見通しとなるため、現時点で

の判断は困難である。 

 

（財政面） 

「参加型水管理モデルをタザ・アバッド内で定着させる」ことを目的とする場合、定着へ

の活動（＝普及活動）そのものは大きな予算を要求するものではない。しかしながら、現時

点では、参加型水管理モデルにおいて財政面を担う組織が特定されていないため（州 JAO、

県農業部、郡普及センター等）、その見通しは判断できない。ただし、ゴレスタン州 JAO 自

体は水不足の現状を深刻に受け止めているため、参加型水管理の効果が大きいと判断した場

合には、必要な予算を拠出すると口頭では表明している。 

他方、農家の視点からは、本プロジェクトが提示する水管理の手法によって、その財政負

担は異なるため、現時点では判断できない。なお、いまだ決定していないが、プロジェクト

では自走式スプリンクラーの導入が検討されており、その採用いかんも係る観点に影響を及

ぼすものと考えられる。 

 

４－２ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 

このたびの中間レビュー調査において、合同評価団よりプロジェクトチームに対して下記の点

につき PDM の改訂を提案した。 

 

 PDM Ver.1 

（中間レビュー時点） 

PDM Ver.2（新） 変更理由 

上位目標 2．タザ・アバッド地区で

の経験と知識がゴレスタ

ン州の他地域及びイラン

国内における水管理組織

設立のために活用される

2．タザ・アバッド地区

での経験と知識がゴレ

スタン州の他地域及び

イラン国内における参

加型水管理システムを

普及するにあたり活用

される* 

* つまり参加型水管理

 単に水管理組織が設立

されることよりも、参

加型による水管理シス

テムが普及されている

ことの方が、より重要

であり、目標として妥

当であるため 
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が普及されていること

を意味する 

成果 1 タザ・アバッド地区全体

の水管理計画が整備さ

れ、ペイバンド農村生産

組合によって主要な用水

路及び排水施設の運用管

理が行われるようになる

タザ・アバッド地区全体

の水管理計画がペイバ

ンド農村生産組合によ

って作成される 

 現在の成果 1 は「水管

理計画の策定」と「用

水路・排水路の運用管

理」の 2 つの要素が混

在している。運用管理

に係る活動及び成果

は、成果 2 の範疇とし

て整理し、本成果では

計画の策定に対象をあ

てるものとする。 

指標 

（成果 1） 

5．適正な維持管理下にあ

る幹線水路延長 

削除  成果 1 の変更により、

本指標に整合する成果

がなくなったため 

6．管理日報・月報の数 削除  成果 1 の変更により、

本指標に整合する成果

がなくなったため 

指標 

（成果 3） 

 

 

2．住民参加型水管理の実

践農家数 

削除  成果 3 との関連性が低

く、適切な指標とは言

えないため 

3．パイロットサイトにお

ける住民参加型水管理モ

デル設立過程に関する報

告書 

削除  係る報告書は研修教材

及び成果 4 における成

果物において包含する

―（新規設定） 2．参加型水管理システ

ムの実践方法及び同シ

ステムを普及する計画

の策定方法に関する研

修が XX 回以上実施され

る（専門家もしくは州

JAO 職員がトレーナー

となり、JAO 職員及びそ

の他関係者を対象とす

る） 

 

① 研修内容：参加型水

管理普及のための体制

（人員配置、必要とされ

 研修の受講並びにトレ

ーナーとしての実施経

験も成果 3 に係る指標

として有効であるため
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る知識、営農普及、灌漑

施設維持管理その他 

指標 

（成果 4） 

1．住民参加型水管理に係

る現在の政策と規則が策

定される 

削除  成果 4 との関連性が低

く、適切な指標とは言

えないため 

―（新規設定） 1．ゴレスタン州農業局

内及び農業省に対して、

参加型水管理システム

の普及に特化したユニ

ットを設立することが

提案される 

 参加型水管理に特化し

た部署 /ユニットの設

置は成果 4 がめざす普

及のための準備として

有効であるため 

2．住民参加型水管理に関

する技術マニュアル及び

報告書の作成 

2．技術マニュアル及び

参加型水管理組織経営

マニュアルが作成され

る 

 水管理組織の経営に係

るマニュアルも成果 4

がめざす普及のための

準備として有効である

ため 

―（新規設定） 3．人材育成計画が作成

される 

 州 JAO に係る人材育

成計画は成果 4 がめざ

す普及のための準備と

して有効であるため 

指標 

（上位目標） 

1．タザ・アバッド地区の

水生産性が○○％向上す

る 

1．タザ・アバッド地区

の灌漑効率が XX％向上

する 

 指標入手の観点から、

データ入手がより容易

である灌漑効率とする

2．タザ・アバッド地区の

農業生産収入が○○％向

上する 

2．タザ・アバッド地区

の土地生産性が XX％向

上する 

 収入はインフレやその

他の経済環境で左右さ

れる可能性が高いため

―（新規設定） 5．タザ・アバッドの経

験を活用して水管理が

なされている灌漑地区

が増加する 

 参加型水管理による灌

漑地区の増加は、上位

目標が示すタザ・アバ

ッドでの経験と知識の

活用を示すものである

ため（ただしタザ・ア

バッドの経験・知識を

活用しているか、他地

区の経験を活用してい

るかは、評価時におい

て聞き取りや質問票な

ど工夫した情報収集が

求められる） 
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なお、PDM の成果内容及び指標については、本中間レビュー調査において可能な限りの見直し

を行ったが、ロジック整理においてイラン側レビューチームと日本側レビューチームとの間で合

意が得られず、結果 Ver. 1 の PDM 内容を残した箇所もある。そのため、成果 1 の指標 2 や成果 4

など一部の内容については、日本側がもつロジックの観点からは必ずしも適切となっていない箇

所もある。また、この背景としてイラン側から極力当初の PDM 案を堅持するべきであるとの基

本方針が提示されたことも一因として挙げられる。 

なお、上表では英文表記を若干変更したものの、和文において変更が生じていないものについ

ては割愛している（プロジェクト目標：organized を developed に変更など）。 

なお、指標における数値目標の空白部分及び活動項目に係る記述は、2011 年 9 月までにプロジ

ェクトチームによって検討・修正のうえ、最終案をステアリング・コミッティーに提出し、メン

バーに諮ったうえで承認を得る予定となっている。（注釈：その後、関係者の招集が困難であると

いった事情から実質的なステアリング・コミッティーの開催ができておらず、開催予定は 2012

年 6 月に延期となっている） 
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第５章 結論及び提言 
 

既述のレビュー結果を受け、合同評価調査団は以下のとおりの事項を提言する結論に至った。

なお、提言事項の性質により、プロジェクトチームに対する提言、農業省に対する提言、ゴレス

タン州農業局に対する提言及び JICA に対する提言に分別している。 

（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改定（詳細については「第４章 ４－

２」のとおり） 

ロジックの整理及び指標の見直し（不適切な指標の削除を含む）を中心とした改定を提

案した。特に、成果 1 については、複数の要素が含まれていたことから、水管理計画の策

定に絞り込んだ成果とすることを提案した。その前提となるタザ・アバッド地区の使用可

能水量の把握を早急に進めるべきことも意図している。また、水管理モデルの構築を達成

するため、現在のパイロットサイトに加えて複数のパイロットサイトを設置することを念

頭に置いた改訂が望ましいとした。なお、活動と PO の見直し、及び具体的な数値目標が

設定できていない指標の数値の設定については、時間的な制約上、中間レビュー調査団が

検討対象にできなかったため、今後プロジェクトが実施して PDM ver.2 の最終案を作成の

うえ、2011 年 9 月はじめまでにステアリング・コミッティーを開催し、協議・合意するこ

とを併せて提言した。 

 

（2）プロジェクトチームに対する提言 

① 成果定着のためには参加型水管理に従事する地元の人材を育成することが必須であ

るため、JAO 職員以外の人材を C/P として配置し、C/P 体制を強化することが望まし

い。農家組織の代表者を C/P とすることも一案である。 

② プロジェクト内の情報共有体制が脆弱であるため、月例会議の実施などにより改善が

必要である。 

③ 関連文書作成、知見・経験の蓄積等のプロセスにおいて、C/P をプロジェクト活動へ

更に巻き込んでいく必要がある。 

④ 水管理ユニットの組織体制を形成するにあたっては、農業省農業・土・水総局（通称

カラジ）の経験を参考にすべきである。 

⑤ R/D で決定されているプロジェクトの目的に関する活動に集中し、数値的にも分かり

やすく目標の達成状況を発信していくべきである。 

 

（3）農業省に対する提言 

以下の項目に関する必要な手続きを取ることを推奨する。 

① ゴレスタン州農業局内における参加型農家組合管理部門の設置 

② 「灌漑施設/灌漑地における参加型水管理システムの確立」を促進するための民間セク

ターの能力強化と資格審査マニュアルの作成と適格者への資格の付与 

③ 他の州及び国全体へ本プロジェクトの知見と経験を普及するための独立した予算の

配分（国家レベル/州レベル） 

④ 普及員の契約形態の見直し 

⑤ 本レビューの提言事項の実行を推進するチームの設置 
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（4）ゴレスタン州農業局に対する提言 

以下の項目に関する必要な手続きを取ることを推奨する。 

① タザ・アバッド地区の使用可能水量の把握 

② プロジェクト成果の確実な継承のための若手世代の積極的な雇用 

③ 当初計画に沿った灌漑施設の建設と修理の実施 

④ プロジェクト活動に従事できる時間とスペースをより多く確保するための C/P 配置計

画の見直し 

 

（5）JICA に対する提言 

農家組織や参加型農村開発を専門としたファシリテーターの派遣の検討。 
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第６章 調査団所感 
 

６－１ 技術的観点から 

本プロジェクトの目的は、パイロットサイトで定着させた参加型水管理モデルをタザ・アバッ

ド灌漑地区内に普及させるための体制を整備することである。参加型水管理モデルは、灌漑施設

の効率的利用と、それを基にした適切な営農計画、灌漑計画を農家自身によって、策定、実践す

ることを通じ、水の効率的な利用と農業生産性の向上を実現するものである。 

今回の調査により、本地区では水利権の制約等により、パイロットサイトで参加型水管理を実

践するための十分な水が配水されていないことが確認された。本地区は、ゴルガン川の中流域に

位置し、ゴルガン川からポンプ取水し、3 条の幹線水路により地区内へ配水しているが、水利権

は 3 月 6 日～5 月 21 日までの間の豊水水利権（河川水に余裕があるときのみ取水が可能であり、

取水量が担保されない）しか認められていない。 

農家からの聞き取りによるとポンプ場が設置された 1992 年当時は河川の水量が現在よりも豊

富（1992 年にポンプ場が設置されたあとに 1996 年にポンプの追加が許可されていることからも

過去に水量が豊富であったということが伺える）であったが、その後上流にダムが建設され、そ

の運用により大きく水量が減ってしまったとのことであった。今後も上流にダムの建設計画があ

り、河川流量がさらに減少することが懸念される。なお、本地区以外にも目を向けると、下流の

地区では更に水不足に悩まされている。 

また、水不足は、パイロットサイトでの活動にも影響を与えている。パイロットサイトは地区

の中流部に位置するが、パイロットとしての活動を行うための十分な水量が確保できていない状

況である。そのため、今後はパイロットサイトでの水を確保するため、別に地区内上流部にパイ

ロットサイトを追加することは妥当である。パイロットサイトの追加にあたっては、水利グルー

プが既に結成されており、農家との調整にそれほど時間を要しないため、比較的影響は小さいも

のと考えられる。 

プロジェクトは今後の活動として、河川流況等の分析から取水可能量を把握し、農家に現状を

理解させたうえで、今後どのように灌漑を行っていくかを検討することとしている。限られた水

資源をいかに効率的に使用するかを農家で考えることが本プロジェクトの肝であるが、それには

まず、話し合い調整することが可能となる体制づくりが重要である。 

農家も本プロジェクトが水量を増やすためのものではなく、水の利用効率を向上させることを

目的としていることはプロジェクトの普及活動により理解しているが、それでも不足している水

量には納得できていないことが今回の調査で確認された。プロジェクトではほかにも水源を確保

するための方策を検討中ではあるが、まずは行政側も含めて、取水量が制限されている理由、水

がこなかった場合の代替案等、十分に現状を納得させることが重要だと思量する。 

水の利用効率については、現在の伝統的な灌漑方法では圃場内の 3 次、4 次水路（素掘りの土

水路）からの浸透等のロスにより、低くなっていることが今回の調査で確認された。プロジェク

トで適用効率を 2009 年に測定した結果では 0.24 と評価されており、改善の余地は高いと思量す

る。今後プロジェクトでは、適用効率の向上のため、ポンプとホースを併用した地表灌漑、自走

式スプリンクラーによる散水灌漑の導入を検討しており、それぞれの適用効率は前者が 0.6 程度、

後者が 0.8 程度と見込まれる。よって、新しい灌漑方法の導入による灌漑効率の向上が期待でき

る。 
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灌漑効率の向上により、より広い範囲での灌漑が可能になるが、本地区の水資源は、上記水利

権の関係から厳しく、地区全体で灌漑を行うことは難しいと考えられる。そこで、確保できる水

量に応じて地区を縮小することも検討できるが、外された農家からしてみれば容認できるもので

はなく、混乱の元となると考えられる。そのため、農家間で調整のうえ、年度ごとに灌漑できな

いブロックをローテーションで回していく方法、水が不要な作物への転換、収入減をみんなで出

し合う方法等、他地区へ普及する際のモデルになることが期待される。 

このようにプロジェクトの進め方は妥当であると考えられるが、特に現在問題なく灌漑ができ

ている地区内の上流域の農家との調整に難航も予想される。調整にあたっては、話し合いをコー

ディネートする場所と人が不可欠であるが、場所については地区全体を対象とする水管理ユニッ

トが妥当であり、人についてはリーダーシップを発揮できる人が求められる。また、上流域の農

家への説得にあたっては、例えば営農に関する技術協力を優先的に実施する等のメリットを与え

ることも有効ではと思量する。 

このようななか、イラン側からは農家にイニシアティブをもたせるため、それに関する手法を

学ぶための農村開発の専門家や現状の把握のための社会調査が要望された。そして、提言には

JICA 側が今後派遣の是非を検討することが盛り込まれた。 

農家にイニシアティブをもたせるには、彼らの信頼を得たうえで、彼らにとってどれだけ有益

な提案ができるかどうかによる。要望された農村開発の専門家からは有効な手法を学ぶことがで

きると考えられるが、あくまでもツールであり、効率性を上げることは可能であるが、それだけ

では根本の解決にはならないと考えられる。今後の活動のなかでイラン側がプロジェクトにかか

わる時間を確保することで、プロジェクト専門家から農家に対する姿勢を学び、そのうえでツー

ルを活用し、活動を効率的に行えるようになることを期待する。 

 

６－２ 団長所感 

（1）調査方法 

本プロジェクトでは、住民参加型水管理というイランでは新しく、困難なテーマに挑んで

いるが、それだけにイラン側の注目度も高く、注文や異議を唱えられるケースも発生してい

る。この時期に「評価」を試みることも可能だが、あえて「レビュー」としたのは、「住民参

加」の概念整理やプロジェクトで達成すべき成果の範囲、更には活用可能な水資源への認識

などの重要事項の整理を関係者が一堂に会して議論し、共通認識を醸成することの優先度を

認識したためである。結果的に短い調査期間内で右のような懸案に相当な時間をかけて協議

を進めることができたので、本件においては妥当な調査方法であったと思われる。 

 

（2）イラン側の注目度 

住民参加を進めようとする政策的真意は必ずしも明らかではないが、中央政府レベルでは

住民の高いイニシアティブによる本格的な住民参加型のモデルを期待している旨の発言が散

見された。それだけにこれまでの活動では十分にそれが実現できていないことへの苛立ちも

示された。ただしイラン側には、プロジェクトに対する不足感はあるが、具体的な解決策の

道筋が見えているわけではなく、日本からの提案を強く求めていることが感じられた。日本

人に魔法の杖があるわけではなく、現実的な計画をできるだけ具体的に描いて、一歩一歩を

確実に進めるべきことを認識されるよう議論を進め、一定の理解を得た。 
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真の納得を得るのは今後のプロジェクト活動における専門家や C/P の努力に委ねたい。 

 

（3）カウンターパート（C/P）の配置 

C/P がプロジェクトに専念できないような人員体制であり、これがプロジェクト活動促進

の制約となっていることは明らかである。 

調査団レポートで提言したが、JAO の C/P の張りつけを強化させるのが良いのか、（郡や

県または農民組織などから）他の C/P を参加させて実施体制を強化するのが良いか、長期的

な視点でイラン社会に貢献できる人材育成となるよう、まずはプロジェクト内で検討を進め

て欲しいテーマである。 

 

（4）困難な水資源環境 

近年は干魃が連続して発生しており、プロジェクト開始当時には想定していなかったほど

の水不足が発生している。これは気候によるほか、プロジェクトサイトのような水利権の弱

い下流域の不都合を考慮せずに建設計画が進められているダムの影響が大きい。本プロジェ

クトでは限られた水の有効利用というテーマに取り組んでいるが、「限られ」方が厳しくなり

すぎている感がある。この制約のなかで農民や農民組織に希望を与えるだけの効果をモデル

地域で展示できれば素晴らしい成果となり、モデルとしての価値も高い。廣瀬チーフアドバ

イザーほか専門家チームはこれに意欲的に取り組む姿勢であり、今後の活動に期待したい。 
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１．調査日程

灌漑/参加型水管理

調査内容 宿泊地 宿泊地

1 7月2日 土 本邦発 22:00 機内

2 7月3日 日
（3:50ドバイ 7:45 →テヘラン 10:25）
14:30 JICAイラン事務所

テヘラン

3 7月4日 月
11:00 農業開発推進省インタビュー
13:00 エネルギー省水管理公社インタビュー
20:45 テヘラン→ゴルガン

ゴルガン

4 7月5日 火
8:00 ゴレスタン州農業局表敬
8:30-15:30 専門家インタビュー（プロジェクト事務所）

ゴルガン

5 7月6日 水
9:00-11:00 プロジェクトサイト視察
12:30-15:30 C/Pインタビュー

ゴルガン

6 7月7日 木

8:00-9:00 農業局アッカラ県事務所インタビュー
9:30-10:30 普及局インタビュー
11:00-12:00 ペイバンド農村生産組合インタビュー
12:30-13:30 評議会議長インタビュー

ゴルガン 機内

7 7月8日 金 データ分析、資料作成 ゴルガン テヘラン

8 7月9日 土

8:00-9:00 地域水公社（RWC）灌漑施設維持管理マネジャー
インタビュー
9:30-10:30 ゴレスタン研究センターゴルガン試験局小麦専門家
インタビュー
11:00-12:00 イラン合同評価委員との打合せ
13:30-15:00 普及員インタビュー

ゴルガン ゴルガン

9 7月10日 日 ゴルガン

10 7月11日 月 ゴルガン

11 7月12日 火 ゴルガン

12 7月13日 水 テヘラン

13 7月14日 木 在イラン日本国大使館報告 機内　/　テヘラン

14 7月15日 金 別件用務 別件用務先

AM 中間レビューレポート、M/M最終確認
15:00 SC中間レビュー結果報告、M/M署名
21:40 ゴルガン→テヘラン

調査日程
イラン・イスラム共和国「ゴレスタン州住民参加型農業開発促進プロジェクト」中間レビュー

8:30-13:00 プロジェクト関係者との協議
14:30- 合同中間レビューレポート作成、M/M案作成

調査内容

本邦発 22:00

8:30-12:00 プロジェクトサイト視察
12:00-14:00 プロジェクト関係者インタビュー
15:30- C/Pインタビュー、合同評価委員打合せ

ドバイ 02:50 → 成田 17:35

8:30-13:00 プロジェクト関係者との協議：「参加型水管理モデル」のイメージ再確認、実績・進捗確認、「農村開発専門家」派遣是非、Steering Committee（SC）
メンバー等について
14:30- 同上

（3:50 ドバイ 7:45 → テヘラン 10:25）
団内打合せ

日
総括、計画管理

8:00-10：00 水管理公社インタビュー
11:30-　　 農業開発推進省国際局表敬
14:00-16:30 農業省インタビュー
17:00 JICAイラン事務所
エネルギー省水管理公社インタビュー
20:45 テヘラン→ゴルガン）

在イラン日本国大使館報告
（22:45 テヘラン  → 00:15 ドバイ）

曜日
評価分析
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２．主要面談者

 

主要面談者 

 

イラン農業省国際局 

 Mr. Ahmad HASHEMI, Director General, Department of International Affairs & Specialized 

Organizations,  

イラン農業省水・土農業総局 

 Mr. Parastar, General Director, Water and Soil Office, Jihad-Agriculture 

 Mr. Alayi, Deputy, Water and Soil Office, Jihad-Agriculture 

 

イラン水管理公社 

 Dr. Heydarian, Representative of Iranian National Irrigation and Drainage Committee 

Mr. Ehsani, General Director, Water Distribution and Transfer Operations 

 

イランゴレスタン州農業局 

 Mr. Seyyed Nasir SEYYED MOHAMMADI, Director, Golestan Jihad-e-Agricultural 

Organization 

 

イラン合同レビュー委員 

 Mr. Esmail JABBARI, Operation company and People participation group in Water 

transfer and distribution facilities, Iran Water Resources Management Company 

 Mr. Abbas GHADERI, Agriculture water and Soil office, Ministry of Jihad-e Agriculture 

 Mr. Mohammad SABZEH, Agriculture Economy and Rural Development Planning Group, 

Jihad-e Agriculture Organization, Golestan Province 

 

イラン南ホラサーン州農業局 

 Mr. Gholamreza Hadarbadi, Director, South Khorassan Jihad-e-Agricultural Organization 

 

在イラン日本国大使館 

 藤井 書記官 

 

JICA 専門家 

【ゴレスタン州技術協力プロジェクト】 

 廣瀬 峰生（チーフアドバイザー/参加型水管理） 

田港 朝彦（灌漑排水） 

中林 一夫（営農システム） 

梅谷 恒行（業務調整/研修） 
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【南ホラサーン開発調査】 

 高木 茂（副総括/地域経済）ほか 

【政策アドバイザー】 

 中井 雅（農業省国際局派遣） 

 

JICA イラン事務所 

 花立所長、大野所員、行平企画調査員、ラミン所員 

 

JICA シリア事務所 

岩崎所長、田邉次長、日比野所員、須原所員、アフマド所員 

 

JICA ヨルダン事務所 

 田中所長、後藤次長、西田所員、小澤企画調査員 

 

以上 
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４．PDM（Version 1、Version 2）（英文）
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s

  
  

-
 F

ar
m

in
g 

S
ys

te
m

 (
ag

ro
n
o
m

y)

  
  

-
 E

xt
e
n
si

o
n

  
  

-
 L

e
ga

l 
is

su
e
s

  
  

-
 R

u
ra

l 
so

c
ia

l 
de

ve
lo

pm
e
n
t

1
. 
R

e
c
o
rd

s 
o
f 

P
ro

je
c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s

2
. 
D

e
ve

lo
pe

d 
M

an
u
al

s

3
. 
In

te
rv

ie
w

 w
it
h
 c

o
n
c
e
rn

e
d 

G
o
le

st
an

 J
A

O
 a

n
d 

M
O

J
A

O
ff

ic
e
rs

1
 C

o
u
n
te

rp
ar

t 
P

e
rs

o
n
ne

l

  
1
-
3
 P

ro
je

c
t 

S
it
e
 M

an
ag

e
r

  
1
-
4
 O

th
e
r 

st
af

f 
in

 t
h
e
 J

ih
ad

-
e
-
A

gr
ic

u
lt
u
re

O
rg

an
iz

at
io

n
 o

f 
G

o
le

st
an

 P
ro

vi
n
c
e
 i
n
 t

h
e
 f

ie
ld

 o
f:

  
1
-
1
 C

h
ai

r 
pe

rs
o
n
 o

f 
th

e
 S

te
e
ri
n
g 

C
o
m

m
it
te

e

  
1
-
2
 P

ro
je

c
t 

D
ir
e
c
to

r

I n
pu

ts
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
J
ap

an
e
se

 s
id

e
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 I
ra

n
ia

n
 s

id
e

A
c
ti
vi

ti
e
s

P
o
lic

ie
s 

o
f 

I.R
. 
Ir
an

 o
n

F
ar

m
e
rs

 A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 a

n
d

W
at

e
r 

M
an

ag
e
m

e
n
t 

 a
re

 n
o
t

c
h
an

ge
d

Pr
oj

ec
t D

es
ig

n 
M

at
rix

  
(D

R
AF

T 
fo

r V
er

.2
)

1
. 
W

at
e
r 

pr
o
du

c
ti
vi

ty
 i
s 

in
c
re

as
e
d 

by
 i
n
tr

o
du

c
ti
o
n
 o

f 
th

e
 m

o
de

l 
o
f

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

in
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

T
h
e
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

sy
st

e
m

 i
s 

de
ve

lo
pe

d 
w

it
h
in

G
o
le

st
an

 J
A

O
 t

o
 e

xt
e
n
d 

th
e
 m

o
de

l 
in

 T
az

e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

1
. 
T
h
e
 w

at
e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

pl
an

 i
s 

pr
e
pa

re
d 

fo
r 

al
l 
ar

e
a 

o
f 

T
az

e
h

A
ba

d 
ar

e
a 

by
 P

ay
va

n
d 

R
P

C

Pr
oj

ec
t N

am
e 

  :
 

Es
ta

bl
is

hm
en

t o
n 

Es
ta

bl
is

hm
en

t o
f P

ar
tic

ip
at

or
y 

W
at

er
 M

an
ag

em
en

t S
ys

te
m

 in
 G

ol
es

ta
n 

Pr
ov

in
ce

P
ro

je
c
t

pu
rp

o
se

1
. 
A

c
ti
o
n
 p

la
n
s 

an
d 

R
e
po

rt
 o

f 
R

e
la

te
d 

O
rg

an
iz

at
io

n
s

O
u
tp

u
ts

4
. 
P

re
pa

ra
ti
o
n
 f

o
r 

di
ss

e
m

in
at

in
g 

th
e
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r

m
an

ag
e
m

e
n
t 

sy
st

e
m

 i
n
 G

o
le

st
an

 p
ro

vi
n
c
e
 i
s 

ar
ra

n
ge

d

M
e
an

s 
o
f 

ve
ri
fi
c
at

io
n

Pr
oj

ec
t a

re
a 

   
 : 

Ta
ze

h 
Ab

ad
 a

re
a 

(3
,3

20
ha

)

1
. 
R

e
la

te
d 

do
c
u
m

e
n
ts

 o
f 

G
o
le

st
an

 J
A

O
, 
R

e
po

rt
s 

e
tc

2
. 
R

e
c
o
rd

 o
f 

P
ro

je
c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s 

an
d 

R
e
la

te
d 

R
e
po

rt
s

3
. 
In

te
rv

ie
w

 o
f 

re
la

te
d 

o
ff

ic
e
rs

 o
f 

G
o
le

st
an

 J
A

O

N
ar

ra
ti
ve

 s
u
m

m
ar

y

B
u
dg

e
t 

o
f 

G
o
le

st
an

 J
A

O
 i
s

su
ff

ic
ie

n
tl
y 

al
lo

c
at

e
d

D
ur

at
io

n 
: J

an
ua

ry
 2

00
9 

- D
ec

em
be

r 2
01

3 
(5

ye
ar

s)

3
. 
C

ap
ac

it
y 

o
f 

G
o
le

st
an

 J
A

O
 i
s 

de
ve

lo
pe

d 
ab

o
u
t 

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

2
. 
T
h
e
 m

o
de

l 
o
f 

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t,
 w

h
ic

h
 a

im
s 

at
o
pt

im
iz

in
g 

w
at

e
r 

u
se

 a
n
d 

im
pr

o
ve

d 
fa

rm
in

g 
sy

st
e
m

 i
s 

e
st
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lis

h
e
d
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h
e
 P

ilo
t 

si
te

s

2
. 
M

o
n
it
o
ri
n
g 

R
e
po

rt

1
. 
R

e
c
o
rd

s 
o
f 

P
ro

je
c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s,

 R
e
la

te
d 

R
e
po

rt
s

1
. 
R

e
c
o
rd

s 
o
f 

P
ro

je
c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s,

 R
e
la

te
d 

R
e
po

rt
s

2
. 
In

te
rv

ie
w

 w
it
h
 c

o
n
c
e
rn

e
d 

pe
rs

o
n
 o

f 
P

ro
je

c
t 

an
d

G
o
le

st
an
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A

O
 O
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ic

e
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3
. 
D

o
c
u
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e
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 o
f 
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R

P
C

4
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 c
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c
e
rn

e
d 

pe
rs

o
n
 o

f 
P

R
P

C
 a

n
d

fa
rm

e
r

O
ve

ra
ll 

go
al

2
. 
E
xp

e
ri
e
n
c
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e
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 p
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m
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r 
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o
f 
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o
le
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an

 p
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vi
n
c
e
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n
d 

n
at
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n
 w
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e

1
. 
R

e
la

te
d 

do
c
u
m

e
n
ts

 o
f 

G
o
le

st
an

 J
A

O
, 
R

e
po

rt
s(

S
it
e

S
u
rv

e
y)

 e
tc

, 
do

c
u
m

e
n
ts

 o
f 

R
P

C
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te
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ie
w

 o
f 

P
R

C
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e
m

be
rs
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n
d 
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rm

e
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c
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 o
f 
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je
c
t 

A
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s
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d 

R
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d 

R
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po

rt
s

2
. 
D

o
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u
m

e
n
ts

 o
f 

M
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y 
o
f 

A
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u
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u
re

 D
e
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n
t,

R
e
po
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s,
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n
te
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w
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re
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O
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A
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3
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 c
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対
象

集
団

　
　

　
 　

: ペ
イ

バ
ン

ド
農

村
生

産
組

合
、

関
係

農
家

、
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

職
員

作
成

日
 : 

20
09

年
5月

30

指
標

外
部

条
件

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

水
生

産
性

が
○

○
％

向
上

す
る

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

農
業

生
産

収
入

が
○

○
％

向
上

す
る

3
. 
農

家
管

理
の

灌
漑

水
路

数
が

増
加

す
る

4
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

経
験

を
反

映
し

て
設

立
さ

れ
た

水
管

理
組

織
数

が
増

加
す

る

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

に
よ

り
住

民
参

加
型

水
管

理
に

関
す

る
普

及
活

動
計

画
が

策
定

さ
れ

る
1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
へ

の
水

供
給

が
悪

化
し

な
い

2
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

内
に

お
い

て
必

要
な

予
算

及
び

人
員

が
割

り
当

て
ら

れ
て

い
る

2
. 
気

象
条

件
が

大
幅

に
変

化
し

な
い

3
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
職

員
の

研
修

受
講

者
数

3
. 
農

産
物

市
場

が
安

定
し

て
い

る

1
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

内
に

適
切

な
水

管
理

、
施

設
運

用
管

理
を

行
う

た
め

の
部

会
が

設
置

さ
れ

て
い

る

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

水
管

理
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る

3
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

灌
漑

施
設

維
持

管
理

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

4
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

営
農

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

5
. 
適

正
な

維
持

管
理

下
に

あ
る

幹
線

水
路

延
長

6
. 
管

理
日

報
・
月

報
の

数

1
. 
農

家
に

よ
る

水
管

理
組

織
体

制
が

定
着

し
て

い
る

2
. 
農

家
に

よ
る

水
管

理
計

画
の

整
備

3
. 
適

正
な

作
付

け
体

系
、

作
物

の
多

様
化

な
ど

改
良

営
農

体
系

の
導

入

4
. 
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
け

る
農

家
の

参
加

数
及

び
割

合

1
. 
D

e
ve

lo
pm

e
n
t 

o
f 
tr

ai
n
in

g 
m

at
e
ri
al

 o
n
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r

m
an

ag
e
m

e
n
t

 

2
. 
N

u
m

be
r 

o
f 
fa

rm
e
rs

 f
o
r 

im
pl

e
m

e
n
ti
n
g 

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

 w
at

e
r

m
an

ag
e
m

e
n
t

3
. 
R

e
po

rt
 o

n
 p

ro
c
e
ss

 o
f 
e
st

ab
lis

h
m

e
n
t 

o
f 
pa

rt
ic

ip
at

o
ry

w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

m
o
de

l 
in

 P
ilo

t 
si

te
s

1
. 
D

e
ve

lo
pm

e
n
t 

o
n
 t

h
e
 p

re
se

n
t 

go
ve

rn
m

e
n
ta

l 
po

lic
y 

an
d

re
gu

la
ti
o
n
 r

e
ga

rd
in

g 
pa

rt
ic

ip
at

o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

2
. 
Is

su
e
 o

f 
te

c
h
n
ic

al
 m

an
u
al

s 
an

d 
re

po
rt

s 
o
n
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

 
 

 

1
-
1

C
o
n
du

c
t 

ba
se

lin
e
 s

u
rv

e
y 

to
 c

o
n
fi
rm

 t
h
e
 p

re
se

n
t 

si
tu

at
io

n
1
.D

is
pa

c
h
m

e
n
t 

E
xp

e
rt

s

1
-
2

S
e
t-

u
p 

th
e
 c

o
m

m
it
te

e
 f
o
r 

pr
o
m

o
ti
o
n
 o

f 
th

e
 P

ro
je

c
t 

in
 T

az
e
h

A
ba

d 
ar

e
a

  
L
o
n
g 

T
ra

m
 E

xp
e
rt

s

1
-
3

D
e
ve

lo
p 

ap
pr

o
pr

ia
te

 f
ar

m
in

g 
sy

st
e
m

 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
1
C

hi
e
f 
A

dv
is

o
r/

P
ar

ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

1
-
4

P
re

pa
re

 t
h
e
 e

n
ti
re

 i
rr

ig
at

io
n
 p

la
n
 f
o
r 

im
pr

o
ve

d 
fa

rm
in

g
sy

st
e
m

 a
n
d 

o
pt

im
iz

e
d 

w
at

e
r 

u
se

, 
w

it
h
 c

o
n
si

de
ra

ti
o
n
 o

f 
so

il
an

d 
w

at
e
r 

c
o
n
se

rv
at

io
n
 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
2
Ir
ri
ga

ti
o
n
 a

n
d 

D
ra

in
ag

e
 

1
-
5

P
re

pa
re

 t
h
e
 p

la
n
 f
o
r 

o
pe

ra
ti
o
n
 &

 m
ai

n
te

n
an

c
e
 o

f 
ir
ri
ga

ti
o
n

an
d 

dr
ai

n
ag

e
 f
ac

ili
ti
e
s 

in
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
3
F
ar

m
in

g 
S
ys

te
m

1
-
6

E
st

ab
lis

h
 t

h
e
 o

rg
an

iz
at

io
n
 o

f 
w

at
e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

in
 e

xi
st

in
g

P
ay

va
n
d 

R
P

C
 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
4
T
ra

in
in

g/
P

ro
je

c
t 

C
o
o
rd

in
at

o
r

1
-
7

P
re

pa
re

 t
o
 o

rg
an

iz
e
 w

at
e
r 

u
se

r 
gr

o
u
ps

 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

 S
h
o
rt

 T
e
rm

 E
xp

e
rt

s

1
-
8

C
o
m

pl
e
te

 d
at

a 
ba

se
 o

f 
G

IS
 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
1
W

at
e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

po
lic

y

1
-
9

C
o
n
du

c
t 

se
m

in
ar

s 
an

d 
tr

ai
n
in

gs
 f
o
r 

o
pe

ra
ti
o
n
 &

 m
ai

n
te

n
an

c
e

o
f 
th

e
 m

ai
n
 i
rr

ig
at

io
n
 a

n
d 

dr
ai

n
ag

e
 f
ac

ili
ti
e
s

  
1
-
2
 F

ar
m

 m
an

ag
e
m

e
n
t

2
-
1

S
e
le

c
t 

th
e
 P

ilo
t 

si
te

s 
fo

r 
e
st

ab
lis

h
in

g 
th

e
 m

o
de

l 
o
f

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

sy
st

e
m

 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

  
1
-
3
 O

th
e
rs

2
-
2

O
rg

an
iz

e
 w

at
e
r 

u
se

r 
gr

o
u
ps

 i
n
 t

h
e
 p

ilo
t 

si
te

s
2
.T

ra
in

in
g 

c
o
u
rs

e
 i
n
 J

ap
an

 a
s 

n
e
c
e
ss

ar
y 

ba
si

s 
fo

r 
C

/
P

2
-
3

P
re

pa
re

 a
n
d 

C
ar

ry
-
o
u
t 

th
e
 i
rr

ig
at

io
n
 a

n
d 

dr
ai

n
ag

e
 p

la
n
 i
n
 t

h
e

pi
lo

t 
si

te
s

3
.E

qu
ip

m
e
n
t

2
-
4

P
re

pa
re

 a
n
d 

C
ar

ry
-
o
u
t 

th
e
 p

la
n
 f
o
r 

o
pe

ra
ti
o
n
 &

 m
ai

n
te

n
an

c
e

o
f 
ir
ri
ga

ti
o
n
 a

n
d 

dr
ai

n
ag

e
 f
ac

ili
ti
e
s 

in
 t

h
e
 p

ilo
t 

si
te

s
  
3
-
1
V

e
h
ic

le
s

2
-
5

E
st

ab
lis

h
 a

n
d 

C
ar

ry
-
o
u
t 

ap
pr

o
pr

ia
te

 f
ar

m
in

g 
sy

st
e
m

 i
n
 t

h
e

pi
lo

t 
si

te
s

  
3
-
2
E
qu

ip
m

e
n
t 

n
e
c
e
ss

ar
y 

fo
r 

th
e
 p

ro
je

c
t 

ac
ti
vi

ti
e
s;

 

2
-
6

P
re

pa
re

 n
e
c
e
ss

ar
y 

ir
ri
ga

ti
o
n
 a

n
d 

dr
ai

n
ag

e
 f
ac

ili
ti
e
s 

in
 t

h
e

pi
lo

t 
si

te
s

O
bs

e
rv

at
io

n
 e

qu
ip

m
e
n
t 

fo
r 

m
e
te

o
ro

lo
gi

c
al

, 
h
yd

ro
lo

gi
c
al

an
d 

w
at

e
r 

qu
al

it
y 

su
rv

e
y

 

2
-
7

C
o
n
du

c
t 

S
e
m

in
ar

s 
an

d 
tr

ai
n
in

gs
 f
o
r 

fa
rm

e
rs

 i
n
 T

az
e
h
 A

ba
d

ar
e
a 

to
 s

h
ar

e
 t

h
e
 k

n
o
w

le
dg

e
 a

n
d 

sk
ill

s 
o
f 
w

at
e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

as
w

e
ll

as
fa

rm
m

an
ag

e
m

e
n
t

F
ac

ili
ti
e
s 

fo
r 

de
m

o
n
st

ra
ti
o
n
 s

it
e

2
-
8

C
ar

ry
-
o
u
t 

im
pr

o
ve

d 
fa

rm
in

g 
sy

st
e
m

 w
it
h
 a

pp
ro

pr
ia

te
 w

at
e
r

m
an

ag
e
m

e
n
t 

in
 t

h
e
 d

e
m

o
n
st

ra
ti
o
n
 s

it
e

e
qu

ip
m

e
n
t 

fo
r 

so
il 

an
d 

ag
ri
c
u
lt
u
ra

l 
su

rv
e
y,

 t
ra

in
in

g 
an

d
e
xt

e
n
si

o
n

前
提

条
件

3
-
1

E
st

ab
lis

h
 t

h
e
 m

at
e
ri
al

s 
fo

r 
se

m
in

ar
s 

an
d 

tr
ai

n
in

gs
,

su
m

m
ar

iz
in

g 
th

e
 e

xp
e
ri
e
n
c
e
 o

f 
th

e
 P

ilo
t 

si
te

s
E
qu

ip
m

e
n
t 

fo
r 

tr
ai

n
in

g 
an

d 
e
xt

e
n
si

o
n

3
-
2

C
re

at
e
 o

rg
an

iz
at

io
n
al

 s
tr

u
c
tu

re
 f
o
r 

e
xt

e
n
si

o
n
 o

f 
th

e
 m

o
de

l
o
f 
pa

rt
ic

ip
at

o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

O
ff
ic

e
 e

qu
ip

m
e
n
t

3
-
3

C
o
n
du

c
t 

se
m

in
ar

s 
an

d 
tr

ai
n
in

gs
 f
o
r 

c
o
n
c
e
rn

e
d 

st
ak

e
h
o
ld

e
rs

in
 G

o
le

st
an

 p
ro

vi
n
c
e
 a

n
d 

n
at

io
n
 w

id
e

In
ta

ke
 g

at
e
, 
Ir
ri
ga

ti
o
n
 F

ac
ili

ti
e
s,

 S
u
bs

u
rf

ac
e
 d

ra
in

ag
e

F
ac

ili
ti
e
s

4
-
1

A
n
al

yz
e
 a

pp
ro

pr
ia

te
 a

pp
ro

ac
h
 f
o
r 

c
o
o
rd

in
at

io
n
 o

f 
w

at
e
r

u
ti
liz

at
io

n
 i
n
 t

h
e
 G

o
rg

an
 r

iv
e
r 

ba
si

n
 w

it
h
 c

o
n
si

de
ra

ti
o
n
 o

f
w

at
e
r 

qu
al

it
y 

an
d 

qu
an

ti
ty

 c
o
n
se

rv
at

io
n

M
in

i-
B

ac
kh

o
e
, 
P

o
rt

ab
le

 p
u
m

p

4
-
2

S
u
m

m
ar

iz
e
 a

n
d 

e
xa

m
in

e
 t

h
e
 e

xp
e
ri
e
n
c
e
 o

f 
T
az

e
h
 A

ba
d 

ar
e
a

to
 b

e
 u

ti
liz

e
d 

in
 o

th
e
r 

pa
rt

s 
o
f 
G

o
le

st
an

 p
ro

vi
n
c
e
 a

n
d 

n
at

io
n

w
id

e
4
-
3

P
ro

du
c
e
 n

e
c
e
ss

ar
y 

te
c
h
n
ic

al
 m

an
u
al

, 
re

po
rt

s 
to

 d
is

se
m

in
at

e
th

e
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t 

sy
st

e
m

2
. 
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

水
の

最
適

利
用

及
び

改
良

型
営

農
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

な
る

参
加

型
水

管
理

の
モ

デ
ル

が
定

着
し

て
い

る

4
. 
P

re
pa

ra
ti
o
n
 f
o
r 

di
ss

e
m

in
at

in
g 

th
e
 p

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r

m
an

ag
e
m

e
n
t 

sy
st

e
m

 i
n
 G

o
le

st
an

 p
ro

vi
n
c
e
 i
s 

ar
ra

n
ge

d

指
標

入
手

手
段

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

地
域

: タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
 (3

,3
20

ha
)

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
関

連
資

料
、

報
告

書
等

2
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録
及

び
関

連
報

告
書

3
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

関
係

職
員

か
ら

の
聞

き
取

り
調

査

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
要

約

2
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

係
者

及
び

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
職

員
へ

の
聞

き
取

り
調

査

1
. 
住

民
参

加
型

水
管

理
モ

デ
ル

の
導

入
に

よ
り

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

お
け

る
水

生
産

性
が

向
上

す
る

。

活
動

P
o
lic

ie
s 

o
f 
I.R

. 
Ir
an

 o
n

F
ar

m
e
rs

 A
ss

o
c
ia

ti
o
n
 a

n
d

W
at

e
r 

M
an

ag
e
m

e
n
t 

 a
re

 n
o
t

c
h
an

ge
d

Pr
oj

ec
t D

es
ig

n 
M

at
rix

  (
Ve

r.1
)

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ト
灌

漑
地

区
に

参
加

型
水

管
理

を
普

及
さ

せ
る

た
め

の
体

制
が

整
備

さ
れ

る
。

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
全

体
の

水
管

理
計

画
が

整
備

さ
れ

、
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

に
よ

っ
て

主
要

な
用

水
路

及
び

排
水

施
設

の
運

用
管

理
が

行
わ

れ
る

よ
う

に
な

る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

名
   

: ゴ
レ

ス
タ

ン
州

住
民

参
加

型
水

管
理

シ
ス

テ
ム

設
立

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

上
位

目
標

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
へ

の
十

分
な

予
算

配
分

実
施

期
間

 : 
20

09
年

1月
～

20
13

年
12

月
　

（
5年

間
）

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
関

連
資

料
、

サ
イ

ト
調

査
報

告
書

等
、

農
村

生
産

組
合

の
関

連
資

料
、

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

農
家

か
ら

の
聞

き
取

り
調

査
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

記
録

及
び

関
連

報
告

書

2
.農

林
水

産
省

資
料

、
関

連
報

告
書

、
農

業
省

関
係

職
員

へ
の

聞
き

取
り

調
査

3
. 
農

村
生

産
組

合
職

員
及

び
農

家
へ

の
聞

き
取

り
調

査

2
. 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報

告
書

1
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録
及

び
関

連
報

告
書

  
1
-
2
 P

ro
je

c
t 

D
ir
e
c
to

r

投
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
日

本
側

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

イ
ラ

ン
側

1
. 
R

e
c
o
rd

s 
o
f 
P

ro
je

c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s,

 R
e
la

te
d 

R
e
po

rt
s

2
. 
R

e
la

te
d 

do
c
u
m

e
n
ts

 o
f 
G

o
le

st
an

 J
A

O
, 
R

e
po

rt
s 

e
tc

1
. 
R

e
c
o
rd

s 
o
f 
P

ro
je

c
t 

A
c
ti
vi

ti
e
s

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

1
. 
関

連
機

関
の

活
動

計
画

及
び

報
告

書

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

3
. 
In

te
rv

ie
w

 w
it
h
 c

o
n
c
e
rn

e
d 

pe
rs

o
n
 o

f 
P

ro
je

c
t 

an
d

G
o
le

st
an

 J
A

O
 O

ff
ic

e
rs

3
. 
C

ap
ac

it
y 

o
f 
G

o
le

st
an

 J
A

O
 i
s 

de
ve

lo
pe

d 
ab

o
u
t 

pa
rt

ic
ip

at
o
ry

w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

  
  
-
 I
rr

ig
at

io
n
 a

n
d 

dr
ai

n
ag

e

  
  
-
 O

pe
ra

ti
o
n
 a

n
d 

M
ai

n
te

n
an

c
e
 o

f 
th

e
 I
rr

ig
at

io
n

fa
c
ili

ti
e
s

  
  
-
 F

ar
m

in
g 

S
ys

te
m

  
  
-
 E

xt
e
n
si

o
n

  
  
-
 L

e
ga

l 
is

su
e
s

3
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

関
係

資
料

4
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

農
家

へ
の

聞
き

取
り

調
査

3
. 
In

te
rv

ie
w

 w
it
h
 c

o
n
c
e
rn

e
d 

G
o
le

st
an

 J
A

O
 a

n
d 

M
O

J
A

O
ff
ic

e
rs

1
 C

o
u
n
te

rp
ar

t 
P

e
rs

o
n
n
e
l

  
1
-
1
 C

h
ai

r 
pe

rs
o
n
 o

f 
th

e
 S

te
e
ri
n
g 

C
o
m

m
it
te

e

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
で

の
経

験
と

知
識

が
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
の

他
地

域
及

び
イ

ラ
ン

国
内

に
お

け
る

水
管

理
組

織
設

立
の

た
め

に
活

用
さ

れ
る

。

2
. 
D

e
ve

lo
pe

d 
M

an
u
al

s

  
1
-
3
 P

ro
je

c
t 

S
it
e
 M

an
ag

e
r

  
1
-
4
 O

th
e
r 

st
af

f 
in

 t
h
e
 J

ih
ad

-
e
-
A

gr
ic

u
lt
u
re

O
rg

an
iz

at
io

n
 o

f 
G

o
le

st
an

 P
ro

vi
n
c
e
 i
n
 t

h
e
 f
ie

ld
 o

f:

  
  
-
 P

ar
ti
c
ip

at
o
ry

 w
at

e
r 

m
an

ag
e
m

e
n
t

4
. 
O

ff
ic

e
 s

pa
c
e
 a

n
d 

n
e
c
e
ss

ar
y 

fa
c
ili

ti
e
s 

fo
r 

th
e
 I
ra

n
ia

n
c
o
u
n
te

rp
ar

t 
pe

rs
o
n
n
e
l

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
へ

の
水

供
給

が
悪

化
し

な
い

2
. 
気

象
条

件
が

大
幅

に
変

化
し

な
い

3
. 
農

産
物

市
場

が
安

定
し

て
い

る

 2
. 
L
an

d,
 b

u
ild

in
gs

 a
n
d 

fa
c
ili

ti
e
s 

w
h
ic

h
 i
s 

n
e
c
e
ss

ar
y 

fo
r

th
e
 P

ro
je

c
t

3
. 
O

ff
ic

e
 s

pa
c
e
 (
G

o
rg

an
 a

n
d 

T
az

e
h
 A

ba
d)

 a
n
d

n
e
c
e
ss

ar
y 

fa
c
ili

ti
e
s 

fo
r 

th
e
 J

ap
an

e
se

 E
xp

e
rt

s

  
  
-
 R

u
ra

l 
so

c
ia

l 
de

ve
lo

pm
e
n
t





－71－

対
象

集
団

　
　

　
 　

: ペ
イ

バ
ン

ド
農

村
生

産
組

合
、

関
係

農
家

、
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

職
員

作
成

日
 : 

20
11

年
7月

13
日

指
標

外
部

条
件

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

灌
漑

効
率

が
○

○
％

向
上

す
る

（
旧

：
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

水
生

産
性

が
○

○
％

向
上

す
る

）

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

土
地

生
産

性
が

○
○

％
向

上
す

る
（
旧

：
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

農
業

生
産

収
入

が
○

○
％

向
上

す
る

）

3
. 
農

家
管

理
の

灌
漑

水
路

数
が

増
加

す
る

4
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

経
験

を
反

映
し

て
設

立
さ

れ
た

水
管

理
組

織
数

が
増

加
す

る

5
.　

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
の

経
験

を
活

用
し

て
水

管
理

が
な

さ
れ

て
い

る
灌

漑
地

区
が

増
加

す
る

（
旧

：
設

定
な

し
）

*
 こ

れ
ら

数
値

に
係

る
向

上
、

増
加

は
2
0
0
9
年

に
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

実
施

し
た

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査

を
ベ

ン
チ

マ
ー

ク
と

す
る

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

に
よ

り
住

民
参

加
型

水
管

理
に

関
す

る
普

及
活

動
計

画
が

策
定

さ
れ

る
1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
へ

の
水

供
給

が
悪

化
し

な
い

2
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

内
に

お
い

て
必

要
な

予
算

及
び

人
員

が
割

り
当

て
ら

れ
て

い
る

2
. 
気

象
条

件
が

大
幅

に
変

化
し

な
い

3
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
職

員
の

研
修

受
講

者
数

(目
標

数
値

：
　

　
　

　
　

　
）

3
. 
農

産
物

市
場

が
安

定
し

て
い

る

1
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

内
に

適
切

な
水

管
理

、
施

設
運

用
管

理
を

行
う

た
め

の
部

会
が

設
置

さ
れ

て
い

る

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

水
管

理
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る

3
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

灌
漑

施
設

維
持

管
理

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

4
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

営
農

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

。

5
. 
削

除
（
旧

：
適

正
な

維
持

管
理

下
に

あ
る

幹
線

水
路

延
長

）
6
. 
削

除
（
旧

：
管

理
日

報
・
月

報
の

数
）

1
. 
農

家
に

よ
る

水
管

理
組

織
が

設
立

さ
れ

て
い

る
2.

 気
象

条
件

が
大

幅
に

変
化

し
な

い

2
. 
農

家
に

よ
る

水
管

理
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

る

3
. 
適

正
な

作
付

け
体

系
、

作
物

の
多

様
化

な
ど

改
良

営
農

体
系

が
導

入
さ

れ
て

い
る

4
. 
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
け

る
農

家
の

参
加

数
及

び
割

合
（
目

標
数

値
：
　

　
　

　
　

　
　

）

1
. 
参

加
型

水
管

理
に

関
す

る
研

修
テ

キ
ス

ト
が

作
成

さ
れ

る
（
作

成
さ

れ
る

成
果

物
は

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
 

2
. 
参

加
型

水
管

理
シ

ス
テ

ム
の

実
践

方
法

及
び

同
シ

ス
テ

ム
を

普
及

す
る

計
画

の
策

定
方

法
に

関
す

る
研

修
が

X
X

回
以

上
実

施
さ

れ
る

（
専

門
家

も
し

く
は

州
農

業
局

職
員

が
ト

レ
ー

ナ
ー

と
な

り
、

農
業

局
職

員
及

び
そ

の
他

関
係

者
を

対
象

と
す

る
）
。

*
 研

修
内

容
：
参

加
型

水
管

理
普

及
の

た
め

の
体

制
（
人

員
配

置
、

必
要

と
さ

れ
る

知
識

、
営

農
普

及
、

灌
漑

施
設

維
持

管
理

そ
の

他
）

2
. 
削

除
（
旧

：
参

加
型

水
管

理
を

実
践

す
る

農
家

の
数

）
3
. 
削

除
（
旧

：
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
け

る
参

加
型

水
管

理
モ

デ
ル

確
立

の
プ

ロ
セ

ス
を

示
し

た
レ

ポ
ー

ト
）

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

及
び

農
業

省
に

対
し

て
、

参
加

型
水

管
理

シ
ス

テ
ム

の
普

及
に

特
化

し
た

ユ
ニ

ッ
ト

を
設

立
す

る
こ

と
が

提
案

さ
れ

る
。

2
. 
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

及
び

参
加

型
水

管
理

組
織

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

作
成

さ
れ

る
（
旧

：
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

及
び

参
加

型
水

管
理

に
関

す
る

レ
ポ

ー
ト

が
作

成
さ

れ
る

）

3
. 
人

材
育

成
計

画
が

作
成

さ
れ

る

1
．

削
除

（
旧

：
参

加
型

水
管

理
に

関
す

る
政

府
政

策
及

び
規

程
の

開
発

）

 
 

1
-
1

現
状

確
認

の
た

め
の

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査

の
実

施
1
.専

門
家

派
遣

1
-
2

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
推

進
委

員
会

の
設

立
  
長

期
専

門
家

1
-
3

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

適
し

た
営

農
計

画
の

策
定

  
1
-
1
 総

括
/
住

民
参

加
型

水
管

理

1
-
4

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
全

体
に

お
け

る
土

壌
・
水

の
保

全
に

配
慮

し
た

改
良

営
農

計
画

及
び

最
適

水
利

用
の

た
め

の
灌

漑
計

画
の

作
成

  
1
-
2
 灌

漑
排

水
 

1
-
5

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

お
け

る
灌

漑
排

水
施

設
の

運
用

管
理

計
画

の
作

成
  
1-

3
 営

農

1
-
6

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
の

ペ
イ

バ
ン

ド
農

村
生

産
組

合
内

に
水

管
理

組
織

の
設

立
  
1
-
4
 研

修
/
業

務
調

整

1
-
7

タ
ザ

･ア
バ

ッ
ド

地
区

に
お

け
る

水
管

理
グ

ル
ー

プ
の

設
立

　
短

期
専

門
家

1
-
8

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

お
け

る
G

IS
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

完
成

  
1
-
1
 水

管
理

政
策

1
-
9

主
要

灌
漑

排
水

施
設

の
運

用
管

理
セ

ミ
ナ

ー
及

び
訓

練
の

実
施

  
1
-
2
 営

農
計

画

2
-
1

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

お
け

る
住

民
参

加
型

水
管

理
モ

デ
ル

設
立

の
た

め
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

の
選

定
  
1-

3
 そ

の
他

2
-
2

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

水
管

理
グ

ル
ー

プ
の

組
織

化
2
.C

/
P

を
基

本
と

し
た

必
要

な
本

邦
研

修

2
-
3

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

灌
漑

排
水

計
画

の
作

成
及

び
実

施
　

短
期

専
門

家

2
-
4

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

灌
漑

排
水

施
設

運
用

管
理

計
画

の
作

成
及

び
実

施
  
3-

1
 車

両

2
-
5

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

適
正

な
営

農
計

画
の

策
定

と
実

施
  
3
-
2
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
に

必
要

な
機

材
 

2
-
6

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

に
お

け
る

必
要

な
灌

漑
排

水
施

設
の

整
備

気
象

、
水

象
観

測
機

器
及

び
水

質
検

査
機

器
 

2
-
7

タ
ザ

･ア
バ

ッ
ド

地
区

農
家

に
対

す
る

水
管

理
及

び
作

付
け

管
理

の
知

識
と

技
術

共
有

の
た

め
の

セ
ミ

ナ
ー

及
び

訓
練

の
実

施
展

示
圃

場
用

資
機

材

2
-
8

展
示

圃
場

に
お

け
る

適
正

な
水

管
理

に
よ

る
改

良
営

農
の

実
施

土
壌

及
び

農
業

関
連

調
査

用
機

材
前

提
条

件

3
-
1

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

の
経

験
を

集
約

し
た

セ
ミ

ナ
ー

及
び

訓
練

用
教

材
の

作
成

研
修

及
び

普
及

用
機

材

3
-
2

住
民

参
加

型
水

管
理

モ
デ

ル
の

普
及

の
た

め
の

組
織

体
制

の
創

設
事

務
機

器

3
-
3

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

及
び

国
内

の
関

係
者

の
た

め
の

セ
ミ

ナ
ー

及
び

訓
練

の
実

施
取

水
ゲ

ー
ト

、
灌

漑
施

設
、

地
下

排
水

施
設

4
-
1

水
質

及
び

水
量

の
保

全
を

考
慮

し
た

ゴ
ル

ガ
ン

川
流

域
の

水
利

調
整

の
た

め
の

適
正

な
手

法
の

検
討

小
型

バ
ッ

ク
ホ

ー
、

小
型

ポ
ン

プ

4
-
2

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

他
地

域
及

び
国

内
へ

普
及

す
る

た
め

の
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
事

例
の

整
理

及
び

検
討

4
-
3

住
民

参
加

型
水

管
理

シ
ス

テ
ム

普
及

の
た

め
に

必
要

な
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
報

告
書

の
制

作

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
要

約
指

標
入

手
手

段

1
. 
住

民
参

加
型

水
管

理
モ

デ
ル

の
導

入
に

よ
り

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
地

区
に

お
け

る
水

生
産

性
が

向
上

す
る

。

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
関

連
資

料
、

サ
イ

ト
調

査
報

告
書

等
、

農
村

生
産

組
合

の
関

連
資

料
、

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

農
家

か
ら

の
聞

き
取

り
調

査
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

活
動

記
録

及
び

関
連

報
告

書

Pr
oj

ec
t D

es
ig

n 
M

at
rix

  
(D

R
AF

T 
fo

r V
er

.2
)

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

名
   

: ゴ
レ

ス
タ

ン
州

住
民

参
加

型
農

業
開

発
促

進
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

施
期

間
 : 

20
09

年
1月

～
20

13
年

12
月

　
（

5年
間

）
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
地

域
: タ

ザ
・

ア
バ

ッ
ド

地
区

 (3
,3

20
ha

)

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
へ

の
十

分
な

予
算

配
分

2
.農

林
水

産
省

資
料

、
関

連
報

告
書

、
農

業
省

関
係

職
員

へ
の

聞
き

取
り

調
査

3
. 
農

村
生

産
組

合
職

員
及

び
農

家
へ

の
聞

き
取

り
調

査

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

タ
ザ

・
ア

バ
ッ

ド
灌

漑
地

区
に

参
加

型
水

管
理

を
普

及
さ

せ
る

た
め

の
体

制
が

整
備

さ
れ

る

1
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
関

連
資

料
、

報
告

書
等

2
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録
及

び
関

連
報

告
書

3
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

関
係

職
員

か
ら

の
聞

き
取

り
調

査

上
位

目
標

2
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
で

の
経

験
と

知
識

が
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
の

他
地

域
及

び
イ

ラ
ン

国
内

に
お

け
る

参
加

型
水

管
理

シ
ス

テ
ム

を
普

及
す

る
に

あ
た

り
活

用
さ

れ
る

。

（
旧

：
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
で

の
経

験
と

知
識

が
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
の

他
地

域
及

び
イ

ラ
ン

国
内

に
お

け
る

水
管

理
組

織
設

立
の

た
め

に
活

用
さ

れ
る

）

成
果

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
全

体
の

水
管

理
計

画
が

ペ
イ

バ
ン

ド
農

村
生

産
組

合
に

よ
っ

て
作

成
さ

れ
る

（
旧

：
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
全

体
の

水
管

理
計

画
が

整
備

さ
れ

、
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

に
よ

っ
て

主
要

な
用

水
路

及
び

排
水

施
設

の
運

用
管

理
が

行
わ

れ
る

よ
う

に
な

る
）

1
. 
関

連
機

関
の

活
動

計
画

及
び

報
告

書

2
. 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報

告
書

3
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
住

民
参

加
型

水
管

理
に

関
す

る
能

力
が

開
発

さ
れ

る

1
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録
及

び
関

連
報

告
書

2
. 
削

除
（
旧

：
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

の
関

連
資

料
、

報
告

書
等

）
3
. 
削

除
（
旧

：
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

係
者

及
び

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
職

員
へ

の
聞

き
取

り
調

査
）

4
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
内

の
他

地
域

へ
参

加
型

水
管

理
を

普
及

さ
せ

る
準

備
が

で
き

る

1
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録

1
. 
タ

ザ
・
ア

バ
ッ

ド
地

区
へ

の
水

供
給

が
悪

化
し

な
い

2
. 
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

水
の

最
適

利
用

及
び

改
良

型
営

農
シ

ス
テ

ム
を

適
用

し
た

参
加

型
水

管
理

の
モ

デ
ル

が
作

成
さ

れ
る

（
旧

：
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
に

お
い

て
、

水
の

最
適

利
用

及
び

改
良

型
営

農
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

な
る

参
加

型
水

管
理

の
モ

デ
ル

が
定

着
し

て
い

る
）

1
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
記

録
及

び
関

連
報

告
書

2
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

係
者

及
び

ゴ
レ

ス
タ

ン
州

農
業

局
職

員
へ

の
聞

き
取

り
調

査

3
. 
農

産
物

市
場

が
安

定
し

て
い

る
3
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

関
係

資
料

4
. 
ペ

イ
バ

ン
ド

農
村

生
産

組
合

職
員

及
び

農
家

へ
の

聞
き

取
り

調
査 2
. 
作

成
さ

れ
た

マ
ニ

ュ
ア

ル

活
動

投
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
日

本
側

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

イ
ラ

ン
側

1
 カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト

  
1
-
1
 運

営
委

員
会

議
長

  
1
-
2
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

施
委

員
長

  
1
-
3
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
サ

イ
ト

責
任

者

  
1
-
4
 ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

職
員

（
以

下
の

分
野

）

  
  
- 

住
民

参
加

型
水

管
理

4
. 
イ

ラ
ン

側
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
の

た
め

の
事

務
室

及
び

必
要

な
施

設

  
  
- 

法
律

  
  
- 

地
域

社
会

開
発

2
. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

必
要

な
土

地
、

建
物

及
び

施
設

  
  
- 

灌
漑

排
水

  
  
- 

灌
漑

排
水

施
設

運
用

管
理

  
  
- 

営
農

  
  
- 

普
及

3
. 
ゴ

レ
ス

タ
ン

州
農

業
局

及
び

農
業

省
の

関
係

職
員

へ
の
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