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1. ソフトコンポーネントを計画する背景 

1.1 本体事業の内容 

「ウガンダ国アタリ流域地域灌漑施設整備計画協力準備調査」（以下、「本事業」と記す）の目

的は、灌漑施設の建設を通じ主に稲作の生産性向上を図ることである。 

本事業で対象とする灌漑施設は、(1)取水施設、(2)幹線用水路、(3)2 次水路、(4)3 次水路、(5)

排水路、(6)管理用道路、(7)洪水防御堤防、(8)沈砂池、および(9)末端圃場整備（モデルサイト）

である。 

 

1.2 対象地域の状況 

事業対象地域は、本事業計画の水源となるアタリ川をはさんでブランブリ県（左岸）とクウェ

ーン県（右岸）に跨っている。本事業地区では、過去に NGO がアタリ川に建設した小規模な取

水施設を利用して主としてクウェーン県側において灌漑農業が行われている。灌漑は、「アタリ川

→取水施設→幹線水路→2 次水路→圃場水路」の経路で実施している。しかし、取水施設のゲー

トは故障し半閉状態なため、灌漑期はゲートの前に草や木を積み上げて河川の水位を上げて取水

を行っている。 

また、水路は全て土水路であり、幹線水路や 2 次水路でも水路内の水位を高く維持するため、

草や木の現地資材や土嚢を利用している。そのため、漏水が多く安定的に適切な水量を配分する

ことが困難な状況である。 

現時点でブランブリ県およびクウェーン県とも灌漑農業にかかる組織的な活動はなく、施設管

理や水管理は個々の農家レベルで行っている。さらに、アタリ川という同じ水源と利用している

にも関わらず、これまで両県で水配分状況について協議を行うなどの機会はない。また、水管理

のルールがないため、地区の下流や水路から離れた農家は灌漑用水の十分な利用が難しく、農家

間で水配分に不均衡が生じている。 

洪水時期は 8 月～10 月であり、国道を挟んだ上流側地域ではアタリ川の氾濫、受益地の下流地

域では洪水と下流の湿地部分での背水による湛水が発生することがある。 

 

1.3 対象地域の課題 

 本事業の効果が持続的に発現されるためには、適切な灌漑排水機能を実現するための灌漑施設

の建設、ならびに灌漑施設の操作・維持管理を適正に行うための組織体制の確立と技術の習得が

必要である。事業対象地域における課題は、以下の通りである。 

 

項目 内容 

取水施設の整備 アタリ川の水をブランブリ県側とクウェーン県側とへ適切に配分するため、河川の水位を安

定させて、所定の水量を分水する機能を持つ取水施設を建設する。 

灌漑排水施設等の整備 安定的な分水機能の確保に向けて、水位調整ゲートや分水ゲートを有する水路網や排水路の

整備、並びにそれに伴う基盤を整備する。また灌漑排水施設の定期点検や維持管理、圃場への

アクセス向上のために農道（維持管理用道路）を整備する。 

堤防の整備 洪水による受益地内への影響を防御するため堤防を整備する。 

地方政府職員（県農業技

官）の運営維持管理能力の

向上 

施設の持続的な維持管理や公平な水配分の実現に向け、これらの役割に責任を持つ農家に対

して地方政府職員（県農業技官）が技術指導を行えるよう、灌漑施設の運用維持管理に関する

地方政府職員（県農業技官）の能力向上を図る。特に、本事業は一つの取水工をブランブリ県

およびクウェーン県の両県で利用するため、各県の地方政府職員（県農業技官）の能力を均等

に向上し、両県を一つの組織体制として活動する基礎を作る。 
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項目 内容 

灌漑施設の操作・維持管理

ルールの整備 

農家間での水配分の不均衡の解消や灌漑施設の適切な運用を行うため、水路別の水配分マッ

プや灌漑施設の維持管理マニュアル等を整備する。なお、現在はアタリ川から取水するための

水利権は取得していない状況である。このため、事業整備実施後は、水環境省（Ministry of Water 

and Environment：MWE）から承認を受けた水利権に基づき取水を行うこととなる。 

1.4 ソフトコンポーネント実施の必要性 

前述の通り、ブランブリ県・クウェーン県とも灌漑農業に関する組織的な活動はなく、施設管

理や水管理は個々の農家レベルで行っている。さらに、同一水源にも関わらず、両県で水配分状

況について協議を行うなどの機会はない。水管理のルールがないため、地区の下流域や水路から

離れた農家は灌漑用水の適切な利用が難しく、農家間で水配分に不均衡が生じている。 

こうした状況下、ウガンダ国では、灌漑施設の操作・維持管理は水利組合が行うこととなって

おり、本事業の実施機関である農業畜産水産省（Ministry of Agriculture, Animal Industry and 

Fisheries：MAAIF）は、水利組合運営に係る監督および技術支援をその所掌業務としている。他

方、現在のところ、同国において水利組合の登録にかかる行政手続き、および行政による運営指

導体制は整備されていない。 

ブランブリ県とクウェーン県においては、MAAIF と連携して農家に対し農業技術支援を行う農

業技官および農業普及員が配属されている。また、両県では選挙で選ばれた裨益農家代表者によ

り構成される事業地区住民委員会（Project Area Coordination Committee：PACC）が設立されてお

り、F/S 時より本事業への協力を行ってきている。今後、PACC が県農業技官や MAAIF の技術支

援を受けて灌漑施設の維持管理を担う水利組合の母体を担うことになる。 

以上の状況から、PACC による灌漑施設の操作や維持管理体制の強化を図るべく、県農業技官・

農業普及員および MAAIF 職員らの、灌漑施設の操作・維持管理技術、水管理技術および水利組

合運営方法等に関する能力を向上することが、本事業の効果発現、持続可能な利用を確かにする

うえで必要不可欠と判断される。さらに、当該地区には十分な灌漑施設が存在しないため、日本

人専門家によって灌漑施設の適切な運用方法や維持管理手法を指導する意義は非常に高い。 

 

2. ソフトコンポーネントの目標 

事業効果の持続的な発現には、農家自身が整備後の灌漑施設の運営維持管理を適切に行えるよ

うになることが重要である。そのため、地方政府職員が農家に対して技術指導ができるようにな

ることが必要である。そこで、本ソフトコンポ―ネントでは、県の農業技官が農家に対して、(1) 

灌漑施設の運営維持管理にかかる指導、(2) 水管理にかかる指導、等を行うために必要な知識と

技術を習得することを目標とする。 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 

上記に示すソフトコンポーネントの目標を達成したことによる二つの成果と活動は、以下の通

りである。 

(1) 灌漑施設の操作・維持管理技術の向上 

成果 1：新しい灌漑施設の操作・維持管理規則が明文化され、農家を含む関係者に周知される 

＜活動＞ 

・対象地区の一部における水利用者区分図の整備 
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 末端圃場整備で建設するモデルサイトを活用し、対象水路における灌漑範囲を特定する作

業を通じて、水使用者区分図（用水系統図）を作成し、公平な水配分の実現に向けた基礎情

報を整理する技術を指導する。日本人専門家は、県農業技官と MAAIF 職員が、水使用者区

分図（用水系統図）を作成することを支援する。 

・対象地区の一部における水利用者リストの作成 

 前述のモデルサイトの水路を対象として、水利用者リストの作成を通じて、灌漑用水を適

正に配分するのに利用可能な基礎情報を収集する技術を指導する。日本人専門家は、県農業

技官と MAAIF 職員が、水利用者リストを作成することを支援する。 

・灌漑の目的と意義の説明 

 農家に対して灌漑の目的と意義を説明し、灌漑を行うことの利点や留意点について理解を

図るよう指導する。日本人専門家は、灌漑目的と意義に関する研修資料を県農業技官と

MAAIF 職員を支援して作成し、研修資料を用いて農家への説明の支援を行う。 

・農家の活動を定義した規約の整備 

 灌漑施設を適切に運用するための方法について、農家が日常的に活動すべき事項に関する

規約を作成する。日本人専門家は、県農業技官・MAAIF 職員とともに協議を進めながら、規

約の作成支援を行う。 

・農家への規約の説明 

 規約に関する農家への説明会を開催し、灌漑施設を利用するに際して、農家自身が行う活

動に関する技術を指導する。日本人専門家は、農家を対象とした説明会において、県農業技

官らよる規約の説明が円滑に行われて理解が図られるよう、技術的な活動内容についての説

明支援を行う。 

 

(2) 水管理にかかる技術の向上 

成果 2：農家自らが日常的な水管理活動を行えるようになる 

＜活動＞ 

・灌漑施設の操作・運営維持管理マニュアルの整備 

適正な水管理の実施には、期別の灌漑計画の理解や灌漑施設の継続的な維持管理が欠かせ

ない。そこで、灌漑計画に基づく適正な水の配分方法や、水路やゲートなどの定期的な維持

管理に関するマニュアルを作成する。日本人専門家は、県農業技官や MAAIF 職員との協議

を進めながら、頭首工から 3 次水路に至るまでの一連の施設についての技術マニュアルの作

成支援を行う。 

・農家への灌漑施設操作・維持管理マニュアルの説明会の開催 

前述のマニュアルを活用し、農家が灌漑施設の適切な操作・維持管理を行うための説明会

を開催する。日本人専門家は、県農業技官らが農家に対してマニュアルを説明する際の支援

を行う。 
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・先行地区への視察の実施支援 

先導的な灌漑地区への視察研修を通じて、適正な水配分のための灌漑システムの理解や施

設維持管理の重要性についての事例を学ぶ。視察先はドーホ灌漑地区であり、実際の灌漑事

例を視察することで、水利組合（Water Users Association：WUA）の役割、水管理ルール、維

持管理方法などに対する理解を深める。視察には、日本人専門家も同行し、ドーホ灌漑地区

で行われている活動の技術的説明支援のほか、視察先の農家との意見交換開催の支援等を行

う。 

・運営維持管理に関する実地訓練の実施 

灌漑スケジュールに応じた取水工ゲートの操作方法、および公平な水配分を行うための水

路沿いの分水工ゲートの操作方法に関する技術指導を行う。また、用水路、排水路、および

沈砂池等における土砂の浚渫、ならびに道路や堤防における簡易な補修技術の指導を行う。

日本人専門家は、県農業技官・農業普及員、PACC を中心とする農家組織、および MAAIF

職員を対象として、各ゲートの操作方法や簡易な補修技術指導を行う。 

・対象地区の一部における末端圃場整備モデルサイトの圃場内水路工事に関する実地訓練の実施  

末端圃場整備のモデルサイトを活用して、圃場内水路工事に係る土水路の工事および維持

管理に関する技術指導を行う。末端圃場における圃場内水路は、用水を適切に配水するため

に重要な施設である。そのため、土水路工事と維持管理に関する研修は、これらの施設の配

置計画や工事指導をする県農業技官と施設の管理主体となる農家メンバーを対象に行う。日

本人専門家は、各県ごとに 1 箇所のモデルサイトを選定し、末端圃場整備計画と水路建設工

事に係る研修を現地で行う。 

・実地訓練を通じて得られた教訓を踏まえたマニュアルの改定 

 実地訓練を通じてゲート操作や施設維持管理に関する教訓を収集し、それらを灌漑施設の

操作・維持管理マニュアルへ反映して最終化を図る。マニュアルの改定作業は、日本人専門

家が支援のもと、県農業技官によって実施されるものとする。 

 

4. 成果達成度の確認方法 

成果達成度の確認方法を以下に示す。成果の達成度は、下表に示す指標により確認する。 

 

(1) 灌漑施設の操作・維持管理技術の向上 

成果 指標 確認方法 

新しい灌漑施設の操作・維持

管理の必要性が、農家を含む

関係者に周知される 

対象地区の一部において水利用者

区分図が整備される 
水利用者区分図の確認 

対象地区の一部において水利用者

リストが作成される 
水利用者リストの確認 

農家の活動を定義した規約が整備

される 

規約の整備 

農家への規約の配布確認 

農家を対象として灌漑施設の運営

維持管理に関する説明会が開催さ

れる 

説明会の記録（議事録、参加者

リスト） 
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(2) 水管理にかかる技術の向上 

成果 指標 確認方法 

農家自らが日常的な水管理

活動を行えるようになる 

灌漑施設の運営維持管理マニュア

ルの整備 

マニュアルの製本 

農家への規約の配布確認 

頭首工、用水路における適正なゲ

ート操作技術の習得 

適正な配水量のためのゲート操

作の確認 

用水路、圃場内水路、沈砂池、排

水路、道路、堤防の維持管理技術

の習得 

維持管理の技術がマニュアルに

従って実施されているかを確認

対象地区の一部における末端圃場

整備計画、および圃場内水路工事

技術の習得 

圃場内水路の工事がマニュアル

に従って実施されているかを確

認 

農家を対象とした水管理技術作業

の実施 

作業の記録（作業場所、日時、

参加者リスト等） 

 

 なお、本事業が対象とする用水路は 3 次用水路までであるが、事業地区の一部において末端圃

場整備（モデルサイト）を実施する計画である。そのため、将来的には、本事業で整備されない

末端圃場についても県農業技官の指導の下、農家グループ自身で整備を行うことを想定し、末端

圃場整備の計画や圃場内水路の工事や維持管理技術についても習得を行う。 

 

5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネントの各活動は、下記の要領にて実施する。 

活動名 

対象者 

活動内容 
MAAIF

各県の

農業技

官 

農家 

組織 
MWE 

灌漑施設の

操作・維持

管理技術の

向上 

◎ ◎ △  (1) 水利用者区分図の作成支援 

◎ ◎ △  (2) 水利用者リストの作成支援 

◎ ◎ △ ○ (3) 灌漑の目的と意義の説明支援 

◎ ◎ △  (4) 規約の作成支援 

○ ◎ △ △ (5) 農家への規約の説明支援 

水管理技術

の向上 

○ ◎ △  (1) 灌漑施設の操作・維持管理マニュアルの作成支援 

○ ◎ △ △ (2) 農家へのマニュアルの説明支援 

◎ ◎ △ △ 

(3) 先行地区（ドーホ灌漑）への視察の実施支援（MAAIF
職員、MWE 職員、県農業技官・農業普及員、農家

グループ幹部、ゲート操作技術者の 20～30 名を想

定） 

○ ◎ ○ △ 
(4) 灌漑施設の操作・維持管理に関する実地訓練（用水

路、ゲート操作、圃場内水路、沈砂池管理等）の実

施支援 

○ ◎ ○  
(5) 末端圃場整備（モデルサイト）の圃場内水路工事に

関する実地訓練の実施支援 

○ 
  

 
(6) 実地訓練を通じて得られた教訓を踏まえたマニュ

アルの改定支援 

◎：主たる指導対象者、○：副指導対象者、△：参加者 
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6. ソフトコンポーネント実施リソースの調達方法 

ソフトコンポーネントの実施担当者は、灌漑排水施設の操作・維持管理活動の経験があり、農

家グループの状況を客観的に把握し評価できる分析能力、規約やマニュアル等の文書作成能力等

を有する必要がある。また、政府職員や農家をソフトコンポーネント活動に積極的に関与させる

ための能力、実際に灌漑施設を操作・維持管理する人材への研修を計画･実施できる企画力等を備

えている人材が望ましい。 

 さらに、ソフトコンポーネントは、本体工事に並行して実施されるため、本体工事の施工業者、

施工監理コンサルタントと柔軟な調整が出来る人材が不可欠である。そこで、活動には邦人コン

サルタントを 1 名派遣し、現地のカウンターパートと共同で実施することとする。 

 また、研修は英語ではなくて現地語で実施することから、マニュアル作成や研修開催に際して

邦人技術者を支援する通訳兼ファシリテーター1 名を傭人する。 

 ソフトコンポーネントの要員について、求められる経験と主な担当業務を以下に示す。 

 

(1) 邦人技術者：1 名 

当該技術者は、本事業で導入する灌漑施設が適正に運用されるとともに、灌漑施設を持続的に

運営維持管理していくための技術支援を行える人材を想定している。灌漑施設の運営維持管理マ

ニュアルは、先方政府や農家の技術状況や要望を踏まえ、農家グループ自身が活用可能で実践的

なものとなる必要があることから、カウンターパートとともに現状や過去の教訓を活用し、研修

スケジュールや研修資料の作成を行ってソフトコンポーネントの実施体制を整える。 

 

(2) カウンターパート：4 名 

邦人技術者を支援するカウンターパートは、邦人との各活動における共同作業を通じて、将来

の水利組合設立や灌漑技術の向上を目指す人材を配置する。カウンターパートは、本地区の県境

に位置するアタリ川の水をクウェーン県とブランブリ県へ公平に配分する重責を担うことから、

両県の水配分の調整や主要施設の維持管理等を担う MAAIF の本省（無償本体事業の C/P）と実際

の水配分を監督する両県の農業技官、および MWE ムバレ事務所（灌漑技官）の参加を想定して

全 4 名を計画する。 

 

(3) ローカルリソース：1 名 

邦人技術者を支援するローカルリソースとして、通訳兼ファシリテーター1 名を想定する。事

業対象地域は、複数の言語が用いられていることから、通訳兼ファシリテーターともにこれらに

対応可能な人材を活用する。 

 

項目 

 

活動 活動内容詳細 

工事 2 年目 工事3年目

邦人 

（日） 

邦人 

（日） 

業務準備 
(現地) 

 

準備作業 

先方政府との実施内

容協議、スケジュール

の作成 

4.0 4.0 

ローカルスタッフの

雇用 
3.0  
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項目 

 

活動 活動内容詳細 

工事 2 年目 工事3年目

邦人 

（日） 

邦人 

（日） 

灌漑施設の運営

維持管理技術の

向上 

(1)-1 灌漑土地利用図の作成支援（ブランブリ県） 
一部範囲での灌漑土

地利用図の作成 
18.0 

 

(2)-1 水利用者リストの作成支援（ブランブリ県） 
一部範囲での水利用

者リストの作成 
 

(1)-2 灌漑土地利用図の作成支援（クウェーン県） 
一部範囲での灌漑土

地利用図の作成 
 18.0 

(2)-2 水利用者リストの作成支援（クウェーン県） 
一部範囲での水利用

者リストの作成 

(3) 灌漑の目的と意義の説明支援 灌漑に関する説明 7.0  

(4) 規約の作成支援 各農家の役割に関す

る取り決め 
6.0  

(5) 農家への規約の説明支援 農家への説明会の実

施 
2.0  

水管理にかかる

技術の向上 

(1) 灌漑施設の運営維持管理マニュアルの作成支

援 

新設される灌漑施設

のマニュアルの策定 
 15.0 

(2) 農家へのマニュアルの説明支援 マニュアルに関する

説明 
 3.0 

(3) 先行地区（ドーホ灌漑）への視察の実施支援

（地方政府職員、農家グループ幹部、ゲート

操作技術者、MAAIF 職員、MWE 職員の 20～

30 名を想定） 

灌漑施設を共同利用

する先行地区への視

察 

 7.0 

(4) 運営維持管理に関する実地訓練（用水路、ゲ

ート操作、圃場内水路、沈砂池管理等）の実

施支援 

マニュアルを用いた

灌漑施設操作と維持

管理の実地訓練 

 7.0 

(5) 末端圃場整備の圃場内水路工事に関する実施

訓練の実施支援 

圃場内水路工事にお

おける実地訓練 
7.0  

(6) 活動を通じて得られた教訓を踏まえたマニュ

アルの改定支援 
実地訓練を踏まえた

マニュアルの最終化 
 4.0 

  合計（日）  47.0 58.0 

  現地日数合計（日）*)  63.0 78.0 

  合計（MM）  (2.10MM) (2.60MM)

*)現地日数合計=合計(日)×（1／(22/30)）=合計（日）×1.36 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネントの開始は、取水施設の工事完了後を目安とし、一部地域（末端圃場整備

のモデルサイト建設を行う 12ha の地域）を対象に水利用者区分図作成支援や水利用リスト作成支

援を開始する。 

また、灌漑施設を利用した実地訓練や先行地区への視察等は、全体の工事完了の 3 ケ月前から

行う。 

第 1 回目：2021 年 5 月～2.10 ケ月間 

第 2 回目：2022 年 4 月～2.60 ケ月間 

 

8. ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品として、以下の資料を取りまとめ、ウガンダ国政府に提出する。 

・ソフトコンポーネント完了報告書 

・灌漑土地利用図（一部範囲） 

A5-9



8 
 

・水利用者リスト（一部範囲） 

・灌漑施設の運営維持管理マニュアル 

・農家の活動を定義した規約 

 

9. ソフトコンポーネントの概略事業費 

項目 金額（円） 

(1)直接人件費（4.70MM） 3,562,600  
(2)直接経費 6,641,864  

(3)間接費 7,410,208  

ソフコン合計（(1)＋(2)＋(3)） 17,614,672  

 

10. 相手国側の責務 

10.1 相手国政府・実施機関や地域住民の責務となる継続的な取り組み 

 ソフトコンポーネント実施時には、ブランブリ県農業技官（および農業普及員）、クウェーン県

農業技官（および農業普及員）、MAAIF 本省職員、MWE の地域事務所職員の各職員が参加でき

るように調整を図る。また、研修実施の日程や参加者の調整を行う。さらに、ワークショップや

ミーティング開催の手続き、運営、調整を行う。 

 

10.2 実施の可能性 

 灌漑の必要性については、各県農業技官、MAAIF 本省職員ともに十分に認識している。また、

農家組織においても、本ソフトコンポーネントとの両輪で進む水利組合設立支援により、一層の

相乗効果が図れるものと判断する。 

 

10.3 想定される阻害要因 

 灌漑施設の操作・維持管理は、農家組織（水利組合）が実施していくことから、持続的な管理

にはソフトコンポーネントを通じた技術のみならず、灌漑施設の修理等に必要な予算の手当ても

必要となる。当面は、灌漑施設の修理に必要な予算は、MAAIF によって行われるものとし、定期

的な維持管理を行っていくことが求められる。 

 

10.4 阻害された時にとるべき必要な措置等 

 ソフトコンポーネントの実施主体となるのは、各県の技術系職員である。本地区では、調査期

間中から、PDCC*)メンバーの一員として活動してきた職員であり、事業の持続的な運営には必要

不可欠である。したがって、現地で主体的に活動する両県の農業技官を支援するべく、MAAIF

のみによる支援が不十分な場合は、取水施設といった比較的大きな灌漑施設は MWE による予算

支援措置を行うことが求められる。 

 
*)PDCC： 

Project District Coordination Committee（県調整委員会）：本事業を円滑かつ成功に導くためにブランブリ県、

クウェーン県双方に設立された組織である。構成メンバーは、本事業に必要な技術や専門的な知見を有する技術

系職員からなり、2015 年に設立された。PDCC を構成する技術系職員は、MAAIF や MWE 等の中央省庁へのレポート

ラインに位置するが、勤務地や給与支払い元は県政府である。本事業の PDCC は、農業、灌漑、環境、土地、ジ

ェンダーなど専門技術者から構成されている。 
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Table 1.1.11  Comparison of Alignment of Protection Dyke and Protection Area (repeated) 

A6-14



THE PROJECT ON IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN UGANDA 
FINAL REPORT 

VOLUME-III ATARI IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT PROJECT 

THE PROJECT ON IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN UGANDA 
FINAL REPORT 

VOLUME-III ATARI IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT PROJECT 

A6-15



THE PROJECT ON IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN UGANDA 
FINAL REPORT 

VOLUME-III ATARI IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT PROJECT 

THE PROJECT ON IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN UGANDA 
FINAL REPORT 

VOLUME-III ATARI IRRIGATION SCHEME DEVELOPMENT PROJECT 

Discount Rate (%)

1)

2)

3)

4)

5)

Figure:

et al

Note:

Total economic value of wetlands products and service in Uganda
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point = 1 point = 3point = 4point = 2point = 5

Total Point 24 36 38 35 25 
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