
ヒマラヤで山の復旧やっています

© ウッタラカンド州山地災害対策プロジェクト
- JICA の技術協力でインド山岳地帯の森林保全 - 

2013 年 6月にインド・ウッタラカンド州の山岳地域では大規模な水害が発生し、
4,200 以上の村が被害を受け、6,000 人以上の方が亡くなりました。
ウッタラカンド政府と JICA（日本国際協力機構）は日本の治山技術を取り入れて山地
災害の復旧・防止をするため、覚書を結び、2017 年 3月から技術協力プロジェクト「ウッ
タラカンド州山地災害対策プロジェクト」が始まりました。
このパンフレットは、そのプロジェクトでウッタラカンド州に取り入れられる日本の治
山技術について、分かりやすく紹介するために作成したものです。

主な登場人物紹介

ガリマさん ( 秘書 )治さん ( チーフ )
オサム

山さん ( 専門家 )
ヤマ

治山の技術者
調査や設計をプロジェク
トで一緒に働くインド人
技術者に指導している。

プロジェクトのアシスタント
日本語は得意だけど、治山に
ついては知識がないので、勉
強中。

プロジェクトのチーフ
治山のことを誰かに話
したくていつもチャン
スを狙っている。

プロジェクトには、JICAから派遣されている日本人専門家だけではなく、ウッタラカ
ンド州森林局の職員やインド人エンジニア、プロジェクトスタッフ、調査会社、日本
の治山分野で仕事をしている方など様々な方が関わっています。これらの方達の日々
の活動や、やりとりを通じて日本の治山技術の移転が行われています。

※ このパンプレットの登場人物や出来事は、実在のものではないものも含まれていることを、あらかじめご了承下さい。
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ところでチーフ、

どうして治山工事が

必要なんですか？

あれ、

ガリマさん？
私としたことが、 プロジェクトスタッフ

のあなたに説明してなかったとは！

いいですよ！お教えしましょう！

本来、 自然に不変なものはありませ

ん。 山も同じで、 崩れ、 自然の力で回復することで森

林は世代交代もしますし、 山も維持されるんです。

でも、 人間の活動範囲の広がりや、 予測の難しい大雨や地

震など、 様々なことが要因になって、 大規模な山地崩壊が

発生しています。

ウッタラ

カンドでも 2013

年に大洪水が発

生して、 たくさん

の人が亡くなったり

財産を失いまし

たね。

山には

人々の生活が

あり、 財産や道

路など、 守るべき

ものが増えている

んですよ。

もうムリ〜！

１. どうして治山工事が必要なんですか？

1

あ、 設計担当

の山さん。

! ？
自然の力では回復が難しい

場所で、 それでも人々の生

命や財産を守る必要がある

時に、 我々は治山工事を行

なって、 崩壊を防いだり、  

森林の自然回復を助けた

りするんです。

写真は日本での崩壊地と、 治山

工事後の様子です。 土壌を安定さ

せることで山が緑に戻っていくのが

分かるでしょう？

本当ですね！

工事をしたの

も分からな

いくらい！

もうムリ〜！

私が撮った

んですけど！

これらは1982年から2007年にか
けて静岡県の大井川で撮られました。
ここでは大規模な崩壊が 発生し、 林野
庁が20年以上  治山工事を行なって

いるんです！

次回は工事の

内容についても

少し説明してあげ

ますね。

わあ！

ありがとうござ

います。
私が説明

してたのに…
チーフ！

そんなことより書

類の確認をお願い

します！　サインも！

忙しいんですから！

災害直後

治山工事後

工事後20年以上経過
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１. どうして治山工事が必要なんですか？
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治山工事は、もともと崩れやすい斜

面に工事をしなくてはなりません。

さらに数十年に一度とかの豪雨の時にこ

そ、その機能を発揮することが求められてい

ます。かといって、いくらでも予算があるわけ

ではないで、様々な調査を事前に行い、最

も経済的で効果的な対策となるようにする

んです。ていねいな調査をすることで、計

画や設計がより実効性のあるものになって

いきます。

予備調査

現地調査

治山計画の策定

詳細調査

基本設計

詳細設計

最近ずっと”調査”

に行ってるけど、なかなか

終らないんだな。

がリマさん、彼らはひとつの

調査をずっとしてるわけじゃない

んですよ。

え？
そうなんで
すか？

もちろん
です！

うーん

単語が難しい

ですね...、

内容も教えて

もらえますか？

現
場
に

　

行
っ
て

　
　

来
ま
ー
す

地形、土壌、気象、水文
などを既存資料や文献、
空中写真等で把握する。

予備調査内容を現地で確
認し、不足情報を追加す
る。

渓間工、山腹工、森林整
備を適切に組み合わせて
策定する。

さらに必要な詳細情報を
収集する。

工事概要の設計が行われ
る。

工事を行うために必要な
ひとつひとつの施設の詳
細な設計が行われる。

２. どうして調査に時間がかかるの？

1

は、
主に文献や空中写真
など、既存の資料から
崩壊地の状況を事前に
調べます。
地形や雨量や水文な
ど、既に資料があればそ
れらを活用することで、
時間も労力もムダを省
けますからね。

“調査”って現場だけで
するものじゃないんですね。

そうですね。そして、予備調査の結果

を元に現地へ入ります。予備調査の内容と現地の状況を照ら

し合わせ、まずはポケットコンパスやGPS, 携帯型レーザー距離計

などを活用し、崩壊地の概況を把握します。

この時に、測量が必要な範囲を決めたり、可能な対策につい

ても検討を始めます。

予備調査

現地調査

データ文献・資料

測距計

ポケットコンパス

GPSロガー

地図

は!!
また山さん!?

２. どうして調査に時間がかかるの？
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詳細調査を実施

セオドライト
私が

説明しましょう！

へえー

測量範囲を決めたら、セオド

ライトを使った現地の測量に入り

ます。測量の際には実際に治山

施設を設置するイメージを持って、縦断測量

や横断測量を行います。作業範囲を指示す

るために現場に度々行く必要があります。

測量をして平面図、横断図、縦断

図ができたら、大まかな計画を作りま

す。土留工を設置するのに

基礎地盤の支持力は十分でしょうか？

地下水調査もしておいた方が

良さそうですね。

土層厚と基岩の深さと

状態を確認するために地質

調査（原位置試験* 1）

が必要だね。

図面は線
がたくさん
ですね！

それは
等高線です。

*1  原位置試験: 土がもともとの位置にある自然の状
態のままで実施する試験の総称で、地表やボーリン
グ孔を利用して、地盤の性質を直接調べます。

２. どうして調査に時間がかかるの？
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電気探査

電極棒

計測器

複数の電極棒を等間
隔に地面に差し、そ
れぞれの電極間の地
中の電気抵抗を測る
ことで地盤の状態を
把握する試験。電極
棒と計測器は電線で
つながれていて、計
測器から電気を流し
ます。

スウェーデン式サウンディング試験
ボーリング試験

だから何
度も現場
に行くんで
すね。

治山工事を予定して

いる所では、必要に応じ

て原位置試験を行い、

土の性質や地下水の状態

を把握します。

そうして得た情報で根拠

のある基本設計をするんで

す。

時間
がかかりそ
うな調査
ばかり。

土質サンプル（コア）

地中に穴を掘って、土の層のサンプ
ル(コア)を採取し、直接地下の様子
を探る試験。

地上から段階的に１KN（約100kg）までの重
りをつけて装置の沈下量を測った後、先端がス
クリュー状になっている鉄の棒を地面に回転挿
入してその抵抗を測定し、地盤の硬軟や締まり

を測定する試
験。やぐら等
を設置しなく
ても、簡易
にに土の強
さなどを測
定できる。

硬い岩盤では円柱

状に採取できるよ
深さは通常10m程度まで

深さは通常
100m程度
まで
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実体鏡

あ！チーフ
いた！

まあ、 基本設計が終わっても

詳細設計のために現地を確認しに行く必要

があったり、 大雨が降って現場が変わってし

まい再調査する必要が出てしまったり、 色々

あります。 現場へ頻繁に通うのは基本中の

基本なんですよ。

おー、 助かった！スペアのメガネは度があってな

くて困ってたんですよー！　現場は急斜面を歩く

ことが多くて、 落し物しやすいんですよ。 　

チーフ！　現場でメ

ガネ忘れて来たでしょ

う！？エンジニアさん

たちが持って帰って

くれましたよ！

前回は帽子
忘れてましたよ
ね。
気をつけて下
さいよー！

慣れると裸
眼でも立体
視ができま
すよ。

そうなんですね。
治山の仕事は現
場に密着して行う
ものなんですね。

どうやったらメガ
ネを忘れるんだろ
う…？

見るときは、 ２枚の写真など

を動かして、 見たい部分がちょ

うど両目の正面に来るように

します。

　
調査

の道具
紹介

右目左目

少し横にズレている２枚の図面
や写真を、左右の目で別々に見
ることで、立体的（３次元）に
見ることができる装置。この道
具で２枚の空中写真を見ると、

１枚の空中写真だけでは読み取りにくい、起伏や
谷が、はっきりと現れます。

図面 1 図面 2
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