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 みやざきかいがん　　　　　　　　　　 すうじゅうねん　　   かいがん　　しんしょく　　すす　　　　　かいがんはいごち　　　ひとびと　　  あん

ぜん　　おびや

　みやざきかいがん　　しんしょくたいさく　　　　　　　　　　　かいがんはいごち　　　ひとびと　　あんぜん　　 あんしん　　 かくほ  　　

　　　　　　　　　　　　  こくど　　　 ほぜん　　　　　　　　　　  もくてき　　　　　　　　こくどこうつうしょう　　  じっし

                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　                                                                                      じぎょうしゅたい　　  しみん　                                                    せんもんか　        さんしゃ　      れんけい      

　                              いったい　                            かんが                                                          しめ　　　  みやざきかいがん　                                                                       

たいさく　     こうか　        かくにん　                               ちゃくじつ　  じぎょう　       すす　                                                         しめ                  みやざきかいがん                    

　                                                                                                                     ほん　  はしら　                   すす

宮崎海岸では、この数十年で海岸の侵食が進み、海岸背後地の人々の安
全が脅かされています。
「宮崎海岸の侵食対策」は、その海岸背後地の人々の安全・安心を確保す
るとともに、国土を保全することを目的とした、国土交通省が実施する” プ
ロジェクト” です。
このプロジェクトは、事業主体・市民のみなさん・専門家の三者が連携

しながら一体となって考えていくことを示す「宮崎海岸トライアングル」と、
対策の効果を確認しながら着実に事業を進めていくことを示す「宮崎海岸
ステップアップサイクル」を 2本の柱として進めています。
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・宮崎海岸は、宮崎港と一ツ瀬川の間にある直線状の砂浜海岸です

・アカウミガメやコアジサシなどの貴重な野生生物を含め、たくさんの動植物がいます

・漁業やサーフィン、釣り、散歩などの利用も多くみられます

　　みやざきかいがん　　　 みやざきこう　　  ひとつせがわ　　 あいだ　　　　　ちょくせんじょう　 すなはまかいがん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きちょう　　  やせいせいぶつ　　 ふく　　　　　　　　　　　　 どうしょくぶつ

ぎょぎょう　　　　　　　　　　　　 つ　　　　さんぽ　　　　　　　 りよう　　 おお
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ちょくせんじょう　　すなはま

直線状の砂浜

　　　　　　　　　　　　 えいそう

コアジサシの営巣
ぜつめつ　　　　　　　　　　　　　　 きちょう　　とり　　すなはま　　　す

絶滅のおそれのある貴重な鳥で砂浜に巣をつくります。

　　　　　　　　　　　　　　さんらん

アカウミガメの産卵
みやざきけん　 みやざきし　　てんねんきねんぶつ　 はる　　　なつ　　　　　　 じょうりく さんらん

さんらんち　　　　 すなはま てんねんきねんぶつ

宮崎県と宮崎市の天然記念物で春から夏にかけて上陸・産卵します。

産卵地として砂浜も天然記念物となっています。

ぎょぎょう

漁 業 サーフィン
つ

釣 り



広い砂浜では運動会
やレクリエーションが
行われていたほか、遠
足場所の定番でした

ひろ　　　すなはま　　　　　うんどうかい

おこな　　　　　　　　　　　　　　　えん

そく　ばしょ　　 ていばん

昔に比べ砂浜がせまくなり、一ツ葉有料道路やパーキングエリア
（レストハウス）に波が届きやすくなったため、それらを守るため
にコンクリートの護岸が造られました

むかし　 くら　　　すなはま　　　　　　　　　　　　　 ひとつばゆうりょうどうろ

　　　　　　　　　　　　　　　　 なみ　　とど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まも

　　　　　　　　　　　　　　　　 ごがん　　　つく

護岸がないところでは、なだらかだった砂丘が波で削られ、浜崖が出
現するようになりました

　ごがん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきゅう　　　なみ　　けず　　　　　　はまがけ　　 しゅつ

げん

いまでは、砂浜がなくなった場所もあります
　　　　　　　　　  すなはま　　　　　　　　　　　   ばしょ

護岸の前面から砂
がなくなると、コン
クリートでできた護
岸とはいえ、波の力
で壊れてしまうこと
もあります

　ごがん　　　ぜんめん　　　　　すな

　　　　　　　　　　　　　　　　ご

がん　　　　　　　　　 なみ　  ちから

　　 こわ

　ごがん　  つく 
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いま、ここにはコンクリートの
護岸が造られています



・砂浜がなくなると波が高くなって、砂丘がくずれたり、護岸が壊れたりします

・そうすると、波が砂丘（自然の堤防）を越えやすくなって、家やまちに海水が流れ込んで浸水し、人の

命や財産が危険にさらされます

　　 すなはま　　　　　　　　　　　  なみ　　たか　　　　　　　　　さきゅう　　　　　　　　　　　　　 ごがん　　  こわ

　　　　　　　　　　　　　 なみ　　さきゅう　  しぜん　　  ていぼう　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　  いえ　　　　　　　　かいすい　　 なが　　 こ　　　　  しんすい　　　ひと

　　 いのち　 ざいさん　　 きけん

広い砂浜は、波の力を弱めます
ひろ　　すなはま　　　なみ　 ちから　 よわ

砂浜がなくなると波の力が弱まらず浜
崖の根元に波が当たり、砂丘が削られ
ます
そうすると砂丘の高さが低くなって、
波が砂丘を越える危険性がでてきます

すなはま　　　　　　　　　　　なみ　 ちから　 よわ　　　　　はま

がけ　　 ねもと　　 なみ　　 あ　　　　　 さきゅう　 けず

　　　　　　　　　 さきゅう　　 たか　　　　ひく

なみ　　さきゅう　　こ　　　　  きけんせい

砂丘がさらに削られその高さが低くな
ると、ますます波が越えやすくなり、家
やまちが浸水します

さきゅう　　　　　　　 けず　　　　　　　　たか　　　　ひく

　　　　　　　　　　　　 なみ　 こ　　　　　　　　　　　　 いえ

　　　　　　　 しんすい

うしろの松林を守るための防風垣です
　　　　　　　まつばやし　 まも　　　　　　　 ぼうふうがき

宮崎市佐土原浄化センターの排水管です
ほとんどが砂に埋まっています

みやざきしさどわらじょうか　　　　　　　　 はいすいかん

　　　　　　　　　　　　　すな　　 う

砂浜が少しずつなくなって、今では
排水管を支える柱まで見えています

 すなはま　　すこ　　　　　　　　　　　　　　　  いま

はいすいかん　　ささ　　　 はしら　　　 み

台風通過後、砂丘が削られ防風垣がなくなりました
たいふうつうかご　 さきゅう　 けず　　　 ぼうふうがき
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・宮崎海岸の砂浜は、主に山や川から流れてきた土砂により、長い年月をかけて造られています
・しかし、宮崎海岸に入ってくる砂の量と宮崎海岸から出ていく砂の量のバランスがくずれている
ことがわかりました

　　みやざきかいがん　　 すなはま　　　 おも　　 やま　　かわ　　　　なが　　　　　　　　　どしゃ　　　　　　　　なが　　ねんげつ　　　　　　　　 つく

　　　　　　　　　 みやざきかいがん　　はい　　　　　　　 すな　　りょう　 みやざきかいがん　　　　 で　　　　　　 すな　　りょう

宮崎海岸の砂は、海の流れに乗って、おおむね北から南に向かって流れて
います
自然の状態では、宮崎海岸に入ってくる砂の量と宮崎海岸から出ていく砂
の量がつりあっています
そのため、海の中の砂の量はバランスがとれており、砂浜も安定していま
す（浜幅もほとんど変わりません）

 みやざきかいがん　　すな　　　 うみ　　なが　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　きた　　　 みなみ　　む　　　　　　 なが

 しぜん　　 じょうたい　　　　　 みやざきかいがん　　はい　　　　　　　 すな　　りょう　 みやざきかいがん　　　　 で　　　　　　 すな

　　りょう

　　　　　　　　　 うみ　　 なか　　すな　　りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すなはま　　あんてい

　　　はまはば　　　　　　　　　　　か

宮崎海岸に入ってくる砂の量が減り、宮崎海岸から出ていく砂の量とのバラ
ンスがくずれました
その結果、海の中の砂が減ってきて、砂浜がなくなりました

 みやざきかいがん　　はい　　　　　　　 すな　　りょう　　へ　　　 みやざきかいがん　　　　 で　　　　　　 すな　 りょう

　　　　　けっか　 うみ　　 なか　　すな　　 へ　　　　　　　　　 すなはま

河川内の土砂掘削
かせんない　　どしゃくっさく

4



・砂浜を回復するには、「宮崎海岸に入ってくる砂の量を増やすこと」「宮崎海岸から出
ていく砂の量を減らすこと」が必要です
※目に見える砂浜だけではなく、海の中の砂も含め考えることが必要です

　　すなはま　　かいふく　　　　　　　　　　 みやざきかいがん　　 はい　　　　　　　すな　　りょう　　ふ　　　　　　　　　　　みやざきかいがん　　　　 で

　　　　　　　 すな　　りょう　　へ　　　　　　　　　　　 ひつよう

　　 め　　　み　　　　 すなはま　　　　　　　　　　　　　 うみ　　なか　　すな　　ふく　 かんが　　　　　　　　　 ひつよう

     

砂だけをどんどん入れても、どんどん流れていってしまっては、砂がいくらあって
も足りません

すな　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　 なが　　　　　　　　　　　　　　　　　 すな

　　た

砂を完全に止めるには巨大な施設を造る必要があり、造っても他の場所が侵食さ
れる危険性があります

すな　かんぜん　　と　　　　　　 きょだい　　しせつ　　つく　 ひつよう　　　　　 つく　　　  ほか　　ばしょ　 しんしょく

　　　 きけんせい

北からの砂をどんどん増やす
きた　　　　　すな　　　　　　　  　 ふ

砂を増やさず岸だけ守れば？
すな　　 ふ　　　　　 きし　　　まも

　　　　　みなと　　　　　しせつ

護岸などで岸の一部だけを対策しても砂浜は回復しないため、護岸などの土台で
ある砂が波でどんどん流され、護岸などを支えきれなくなってしまいます

ごがん　　　　　　きし　　いちぶ　　　　　たいさく　　　　すなはま　 かいふく　　　　　　　　  ごがん　　　　　　どだい

　　　 すな　 なみ　　　　　　　 なが　　　　 ごがん　　　　　ささ

ダムや港などはみんなの暮らしを支えているので、海岸のためだけにはなくせません
　　　　 みなと　　　　　　　　　　 く　　　　　ささ　　　　　　　　　　 かいがん　

南に出る砂を完全に止める
みなみ　で　　 すな　 かんぜん　　と

意見を記入する市民のみなさん意見を記入する市民のみなさん意見を記入する市民のみなさん
いけん　  きにゅう　　　しみんいけん　  きにゅう　　　しみんいけん　  きにゅう　　　しみん

意見を発表する市民のみなさん意見を発表する市民のみなさん意見を発表する市民のみなさん
いけん　  はっぴょう　　　しみんいけん　  はっぴょう　　　しみんいけん　  はっぴょう　　　しみん

・技術的に大丈夫？
・経済的に大丈夫？
・市民のみなさんの意見をでき
るだけ尊重したい
・進め方の工夫は？　…など

 ぎじゅつてき　 たいじょうぶ

けいざいてき　たいだじょうぶ

  しみん　　　　　　　　　　　　いけん

　　　　　そんちょう

 すす　 かた　 くふう

※市民のみなさんから約
１,６００もの意見があり
ました

 しみん　　　　　　　　　　　　　 やく

　　　　　　　　   いけん

じょうぶ

しみんしみんしみんみんみんみんんん　　　　　 　　　
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ダムや港などの施設をなくす

河川から流れてくる砂
かせん　　　 なが　　　　　 すな

市民の
みなさんの
思い

市民の
みなさんの
思い

しみん

おも

しみん

おも



①北から流入する土砂を増やす
きた　　　 りゅうにゅう　　　　ど　しゃ　　 ふ

養浜を進める
ようひん　　すす

②南へ流出する土砂を減らす
みなみ　 りゅうしゅつ　　　　 ど しゃ　　 へ

突堤と補助突堤を造る
とってい　　  ほ じょとってい　　つく

③浜崖頂部高の低下を防ぐ
はまがけちょうぶ だか　　 ていか　　 ふせ

表面を砂で覆った埋設護岸を造る
ひょうめん　　すな　　おお　　　　まいせつごがん　　 つく　　

“砂浜を養う”ために陸上または海中へ人工的に砂を入れることです
　すなはま　　 やし　　　　　　　　りくじょう　　　　　かいちゅう　 じんこうてき　　すな　　 い

陸から海に向けて細長く伸びる堤防のこと

海岸線に沿って動く砂を止めることができます

りく　　　 うみ　　む　　　　ほそなが　　の　　　　ていぼう

かいがんせん　　そ　　　 うご　 すな　　と

砂浜 養うた 入れる とです

自然の堤防である砂丘がくずれないよう、浜崖の

根元を波から守る「砂の中に埋まった護岸」です

しぜん　　ていぼう　　　　　 さきゅう　　　　　　　　　　　　　　　 はまがけ

ねもと　　なみ　　　 まも　　 すな　　なか　　 う　　　　　　ごがん

6

・宮崎海岸に砂浜を取り戻すというみんなの思いを実現するため、「①養浜」を行い、養浜した砂を逃がさ
ない最小限の施設として「②突堤」を造ります。また、自然の堤防である砂丘がくずれないように「③埋
設護岸」を造ります

みやざきかいがん   すなはま　   と　  もど　　                       おも　     じつげん　　                 ようひん　  おこな     ようひん　    すな　  に

　 　  さいしょうげん　 しせつ　              とってい　    つく　                    しぜん　  ていぼう          さきゅう　                                  まい 

せつ ごがん



7

・養浜した砂を南へ逃さないようにするため、陸から海に
突き出た「突堤」を造る必要があります
・突堤は最小限の規模となるように、宮崎海岸の南側で
長さ３００mとしました
・突堤の北側には、突堤の働きを助ける（早く砂浜を回復
させる、止めた砂を動きにくくする）ため２つの「補助突
堤」を配置しました

ようひん　　　 すな　 みなみ  にが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りく　　　 うみ

 つ　　 で　　　 とってい　　　つく　 ひつよう

とってい　　さいしょうげん　　 き　ぼ　　　　　　　　　　　   みやざきかいがん　 みなみがわ　

なが 

とってい　　きたがわ　　　　　とってい　 はたら　　　 たす　　　　 はや　 すなはま　 かいふく

　　　　　　  と　　　　すな　　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほじょとっ

てい      はいち

突堤を造って岸の砂を止めることで、砂浜が広くなります
とってい　　 つく　　　　きし　　すな　　 と　　　　　　　　　　　　すなはま　　ひろ

砂の動きは水深が浅い岸に近づくほど、大きくなります
すな　　うご　　　　 すいしん　　あさ　　きし　　ちか　　　　　　　　　 おお

つくつく



・  自然の堤防である砂丘により越波被害を防止し、背後地の安全・安心を確保するため、砂丘がくずれ
ないように護岸を造る必要があります

・  環境・景観・利用面に配慮して、砂で覆う（埋設する）ため「埋設護岸」と名付けました。丈夫な
繊維でできた大きな袋に砂を詰めたサンドパックを使います

・  埋設護岸としてサンドパックを使用するのは、全国で初めての取り組みです

  しぜん　　　  ていぼう　　　　　　　　　さきゅう　　　　　　　　　　えっぱひがい　　　　　　ぼうし　　　　  　　はいごち　　　　　あんぜん　あんしん　　　　かくほ　　　　　　　　　　　　　  　さきゅう

　　　　　　　　　　　　　　　ごがん　　  　つく　　　ひつよう

かんきょう　　　けいかん　　 　 りようめん　　　　　はいりょ　　　　　　　　すな　　　おお　　　   まいせつ　　　　　　　　　　  　　　　　　　まいせつごがん　　　　 　　 な　づ　　　　　　　　　   　　　　　じょうぶ

   せんい　　　　　　　　　　　  おお　　  　　ふくろ　　すな　　 　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか

　まいせつごがん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 しよう　　　　　　　　　 　　　　ぜんこく　　　 はじ　　　　　 　　  と　　　   く

サンドパックと背面の養浜盛土が一体とな

り、浜崖の根元を保護し、自然の堤防であ

る砂丘の侵食を防ぎます。

　　　　　　　　　　　はいめん　 ようひんもりど　　いったい

　　 はまがけ　　ねもと　　 ほ　ご　　　しぜん　　ていぼう

　 さきゅう　しんしょく　ふせ

砂丘が削られる様子（住吉地区）
さきゅう　  けず　　　　 ようす　 すみよしちく

サンドパックの設置（大炊田地区）
　　　　　　　　　   せっち　  おおいだちく

かいすい　すな　　 ま　　　 ふくろ　ちゅうにゅう

海水と砂を混ぜて袋に注入サンドパックを描き込んだイメージ
　　　　　　　　　　　　か　　  こ
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つくつく



・この侵食対策は、突堤や埋設護岸を造って、養浜をすれば終わりというわけではありません
・対策による砂浜回復の効果や、生物等への影響を確かめながら、対策を進めています

　　　　しんしょくたいさく　　　とってい　　　 まいせつごがん　　　つく　　　　　ようひん　　　　　　　　　お

たいさく　　　　　　　すなはまかいふく　　　こうか　　　　せいぶつなど　　 　 えいきょう　 たし　　　　　　　　　　　　たいさく　　 すす

宮崎海岸の

問題点や現状を

整理しました

みやざきかいがん

もんだいてん　 げんじょう

せいり

問題の解決に向

けた調査や検討

を行いました

もんだい　 かいけつ　　む

　　　 ちょうさ　 けんとう

　 おこな

砂浜回復に向け

た目標と対策

の内容を決め

ました

すなはまかいふく　 む

　 もくひょう　  たいさく

　　ないよう　　　き

効果や影響の度合いをみな

がら、対策の修正・改善、工夫

について、みんなで考えます

こうか　　えいきょう　 ど  あ

　　　　たいさく　しゅうせい　かいぜん　くふう

　　　　　　　　　　　　　　かんが

砂浜回復の効果や、生物等へ

の影響を確かめるため、いろ

いろな調査を行ったり、みん

なの声を聞いたりします

すなはまかいふく　　こうか　　　せいぶつなど

　 えいきょう　たし

　　　　　ちょうさ　 おこな

　　　こえ　　き　　

・養浜をすすめる

・突堤と補助突堤を造る

・表面を砂で覆った埋設護岸を造る

ようひん

とってい　 ほじょとってい　　つく

ひょうめん　すな　 おお　　　 まいせつごがん　　つく
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市民の
みなさんとの
話し合い

 しみん

はな　　 あ



砂浜の回復を目指し、行政（国・県・

市）・市民のみなさん・専門家が一緒

になって対策を進めています

すなはま　　　かいふく　　　　め　ざ　　　  ぎょうせい　くに　　けん

し　　　　しみん　　　　　　　　　　　　　　せんもんか　　　 いっしょ  

　                たいさく　   すす

・海の中で起こっていることには、よくわから

ないこともたくさんあります

・そのため、工事中も海の中の様子を確認し、

必要があれば計画の見直しを行いながら、

対策を進めています

うみ　　なか　　 お

　　　　　　　　 こうじちゅう　 うみ　　なか　　 ようす　　かくにん

　ひつよう　　　　　　　 けいかく　　 みなお　　　 おこな

 たいさく　　すす

事業の計画・実行
じぎょう　　けいかく　　じっこう

専門家
せんもん か

市民のみなさん
し みん

国・県・市
くに　　けん　　 し

市民連携
コーディネータ

し みんれんけい
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「懇談会」ではワークショップにより広く市民のみなさんの意見を募りました

「勉強会」は毎回市民のみなさんがテーマを決め、行政担当者や専門の方
を招き行いました

市民主催のシンポジウム・勉強会に、
国土交通省も参加しています

市民のみなさんの意見を専門家が
共有しています

「懇談会」や「勉強会」を経て新たな談義の場として「市民談義所」
が始動しました
宮崎海岸の侵食対策についてみんなで現地を歩いたり、専門家
を交えて談義しました

現地の砂に触れながら談義

第４3 回市民談義所 (令和元年１１月 )第４3 回市民談義所 (令和元年１１月 )
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宮崎海岸侵食対策事業促進期成同盟会は、
平成１９年２月に発足し、侵食対策事業の促
進に向けて活動しています

市民のみなさんによるマナー作りの場とし
て「宮崎の海岸をみんなで美しくする会」が
市民談義所から派生しました
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グンバイヒルガオ

ミサゴ

コアジサシ サルエビ

スナガニ ハマスナホリガニ アカウミガメ

ミユビシギ イシカワシラウオ オオニベ

ヒラメ

コウボウムギ ハマゴウ

ハルゼミ フジノハナガイ

国土交通省　国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

ホームページ（宮崎河川国道事務所　海岸事業） http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/sskondan/

R4.9　

宮崎海岸で見られる生物宮崎海岸で見られる生物
み や ざ き か い が んみ や ざ き か い が ん せ い ぶ つせ い ぶ つみ


