
一ツ瀬川水系流域治水プロジェクト：令和５年度フォローアップ 様式１

ロードマップ（令和5年度時点） フォローアップ：取組状況確認一覧

短期 中期 中長期
R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

洪水氾濫対策 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

土砂災害対策 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

流水の貯留機能の拡大 宮崎県、企業局、九州電力 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続

西都児湯森林管理署、宮崎県、

西米良村、森林整備センター
● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

西都児湯森林管理署、宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、西都市、新富町 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、西都市 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、宮崎市、新富町 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎市、西都市 ― ― ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎市 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害情報の充実 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

新富町 ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、宮崎市、西都市、新富町、西米良村 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、西都市 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

西米良村 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、新富町 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― × 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― × 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

魅力ある水辺空間・賑わい空間創出 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― × 継続 × 未実施 × 未実施 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― × 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

進捗 8 8 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1

対象

(取組率)

進捗 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対象

(取組率)

進捗 40 40 45 45 42 42 5 5 44 44 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0

対象

(取組率)

進捗 7 7 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対象

(取組率) (56%) (100.0%) (0.0%)

―4 4 2 ― ―

(100.0%) (0.0%) (75.0%) (0.0%)

14

25 7 4 4

―

(74%) (100.0%) (88.2%) (84.0%) (10.0%) (86.3%) (100.0%)

―50 51 ― ― 13

―

189

255 40 51 50

―

(133%) (100.0%) (100.0%)

―― ― ― ― ―

4

3 1 2 ―

1

(100%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

―― 2 2 1 ―1 2

九州電力西米良村 新富町 西都児湯森林管理署 森林整備センター 宮崎地方気象台九州農政局宮崎県 宮崎市 西都市

水

防

災

意

識

社

会

再

構

築

協

議

会

の

取

組

方

針

と

の

関

係

51

2

17

32,33

57

19

宮崎県

宮崎県、西都市、新富町、西米良村、西都児湯森林管理署

宮崎県、西都市、新富町、西米良村

実施主体

工程

17

17 8

20

19,20

10

氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策 森林の整備・保全、治山施設の整備

流域の雨水貯留機能の向上

グリーンインフラの取組

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災情報、避難体制の検討・連携強化

土地のリスク情報の充実・提供

区分 対策内容

被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

治水対策における多自然川づくり

自然環境の保全・復元などの自然再生

自然環境が有する多様な機能活用の取組

防災学習の推進

河川改修、河道掘削、堤防補強、橋梁架替 等

砂防堰堤の整備 等

森林整備・保全(造林・間伐・下刈り等）による土砂流出抑制、保水力の強化 等

利水ダム等５ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

農業用ため池の整備・改修 等

洪水・土砂災害ハザードマップ等の配布による啓発

テレビ、ラジオ、ポスターによる啓発 （防災の日、防災週間）

ほ場整備の推進

排水機場の更新 等

立地適正化計画の検討・展開 （災害リスクの高い区域を「居住誘導区域」から除外）

水位計・河川監視カメラ等の増設、安定した情報の提供 等

洪水浸水想定区域図の作成・データ提供 等

治山ダム、山腹工等による土砂流出防止 等

農業用ため池ハザードマップの公表・周知

ＩＰ告知端末の整備と個別通知機能拡

防災士養成研修や出前講座

生物の多様な生息、生育、繁殖環境の保全・創出（瀬、淵、河畔、ワンド等の保全）

河川景観の保全・創出

湿地等の貴重な自然環境の保全

生物の多様な生息、生育、繁殖環境の保全・創出

水辺空間のレジャー等の利用

川と自然とふれあえる親しみやすい河川空間の維持

小中学生や任意団体等による環境学習

独自の「防災対策推進区域」を設定し、防災・減災対策の推進や災害のリスクを周知

土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

避難訓練 等

防災情報の共有

小・中学生を対象とした土砂災害の啓発

資料－２
(様式１)
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西都・児湯地区その他水系流域治水プロジェクト：令和５年度フォローアップ 様式１

ロードマップ（令和5年度時点） フォローアップ：取組状況確認一覧

短期 中期 中長期
R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

洪水氾濫対策 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

土砂災害対策 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

西都児湯森林管理署、宮崎県、

森林整備センター
● 継続 ― ― ― ― ● 継続 × 未実施 ― ―

西都児湯森林管理署、宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ―

宮崎県、都農町、川南町 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

宮崎県、都農町 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ―

水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫 都農町 ― ― ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ―

まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害情報の充実 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

都農町、川南町 ― ― ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県、都農町、川南町 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

宮崎県、都農町、川南町 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

魅力ある水辺空間・賑わい空間創出 宮崎県、都農町 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ―

● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ―

進捗 6 6 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

対象

(取組率)

進捗 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

対象

(取組率)

進捗 40 40 23 23 49 49 0 0 0 0 13 13

対象

(取組率)

進捗 7 7 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0

対象

(取組率)

グリーンインフラの取組

区分 対策内容

治水対策における多自然川づくり

自然環境の保全・復元などの自然再生

自然環境が有する多様な機能活用の取組

氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策 森林の整備・保全、治山施設の整備

流域の雨水貯留機能の向上

防災情報、避難体制の検討・連携強化

土地のリスク情報の充実・提供

被害対象を減少させるための対策

防災学習の推進

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

宮崎県

宮崎県、都農町、川南町、

西都児湯森林管理署

宮崎県、都農町、川南町

宮崎県

20

19,20

2

17

実施主体

工程

32,33

57

1

水

防

災

意

識

社

会

再

構

築

協

議

会

の

取

組

方

針

と

の

関

係

10

西都児湯森林管理署 森林整備センター 宮崎地方気象台川南町 都農町

1 2 2

10

12 6

(83%) (100.0%) (0.0%) (100.0%) (100.0%)

―

1 ―

(0.0%)

(100.0%)

125

147 40 43 51 ― ― 13

(100.0%)(100%) (100.0%)

―

(88%) (100.0%) (50.0%) (100.0%)

4 5 ―16 7 ―

14

(85%) (100.0%) (53.5%) (96.1%)

2

2 1 ― 1 ― ―

河道掘削 等

砂防堰堤の整備 等

森林整備・保全(造林・間伐・下刈り等）による土砂流出抑制、保水力の強化 等

農業用ため池の整備・改修 等

洪水・土砂災害ハザードマップ等の配布による啓発

テレビ、ラジオ、ポスターによる啓発 （防災の日、防災週間）

ほ場整備の推進

コンパクトシティの形成と中心部への誘導

水位計・河川監視カメラ等の増設、安定した情報の提供 等

洪水浸水想定区域図の作成・データ提供 等

治山ダム、山腹工等による土砂流出防止 等

農業用ため池ハザードマップの公表・周知

防災士養成研修や出前講座

生物の多様な生息、生育、繁殖環境の保全・創出（瀬、淵、河畔、ワンド等の保全）

河川景観の保全・創出

湿地等の貴重な自然環境の保全

生物の多様な生息、生育、繁殖環境の保全・創出

水辺空間のレジャー等の利用

川と自然とふれあえる親しみやすい河川空間の維持

小中学生や任意団体等による環境学習

土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

避難訓練 等

防災情報の共有

小・中学生を対象とした土砂災害の啓発
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「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」（全プロジェクト共通） 令和５年度フォローアップ 様式１

　～水防災意識社会再構築協議会の新たな取組方針～ フォローアップ：進捗確認一覧

大項目 No. 取組内容
R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

R5

取組状況
進捗

1 ・河川協力団体、各ＮＰＯ等と協働し活動を広げていく
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 × 未実施 × 未実施 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2

・広報誌やイベント、出前講座等を通じ、啓発機会を拡充

　（参加者を広げる工夫、広い世代に伝わる工夫、過去の災害を風化させない工夫、災害リスクや防災情報の利活用方法を

正しく伝える）

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

3 ・津波防災と相互に連携・協力した水防災啓発活動の強化
宮崎市・新富町・川南町・都農町、

宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

4 ・企業・観光協会等と連携した、啓発機会の拡充
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

5 ・地域による温度差解消のため、防災学習等の実施が不足する地域は、個別に意識啓発を図り学習を支援。
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

6 ・新型コロナウイルス等の感染症流行時において、実施可能な防災学習のメニューやツール等を充実
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

7 ・各組織で総合学習授業等において防災学習会、出前講座等をさらに推進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

8 ・教育委員会、小学校等と連携した体系的な防災学習の推進による水防災意識の醸成
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

9
・広報誌やイベント・防災学習等の機会を用いた啓発活動を拡充し、結成・活動を支援

　（参加者を広げる工夫、特に若年層に対し防災活動への積極的参加を促すための工夫）

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10 ・実践的な防災訓練の実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11 ・行政と連携した避難行動要支援者等の避難誘導体制の検討
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12 ・地域による温度差解消のため、組織結成率の低い地域や活動の不足する地域は、個別に意識啓発を図る
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13 ・広報誌やイベント・防災学習等の機会を用いた啓発活動を拡充し、団員加入を促進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14 ・大規模災害を想定した実践的な防災訓練の実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15 ・備蓄資材の確保、水防資機材の点検
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16 ・広域的、効率的な水防活動を行うため、水防団間での連携、協力を検討
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17 ・広報誌やイベント・防災学習等の機会を用いた啓発活動を拡充し、防災リーダーを育成
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18 ・防災士ネットワークと行政・地域との協力体制を確立し、防災学習や啓発活動等を連携して実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

浸水が想定される地域の周知 19
・水害リスク情報空白域の解消するため、洪水予報河川及び水位周知河川以外の法河川における想定し得る最大規模の降雨

による浸水想定区域を検証し、指定すると共に区域図を作成し周知
宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

地域住民からの情報を基にした洪水

ハザードマップの作成・公表
20 ・新たに示された水害リスク情報を踏まえ、洪水ハザードマップを見直しし、公表・配付

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

土砂災害ハザードマップの作成・公

表
21 ・土砂災害に係る避難場所や避難路を含めたハザードマップをわかりやすく、利用しやすく更新し、公表・配布

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 ・マイ防災マップ・マイタイムラインづくりの推進（水害・土砂災害）
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23
・広報誌やイベント・防災学習等の機会を用いた啓発活動を実施するとともに、ハザードマップを活用した実践的な防災訓

練等を支援

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 ・洪水時や土砂災害の危険性がある場合のホットラインの実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

25 ・避難情報発令に着目したタイムラインを活用すると共に検証を実施し、実用に向けた精度向上を図る
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 ・避難情報に関するガイドラインの改定（令和3年5月）を踏まえたタイムラインの見直し
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 ・タイムラインを活用した実践的な訓練の実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 ・地域防災計画における避難情報発令基準の妥当性の検討
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29
・広報誌やイベント、防災学習等を通じ、啓発機会を拡充

（災害リスクを正しく伝える、年齢や知識に応じた情報入手、活用方法の説明）

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県・気象台
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

57 防災情報の共有 宮崎県 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 ・様々な方法も活用した水害危険性、土砂災害危険度情報及び土砂災害警戒区域等の周知の検討 宮崎県・気象台 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

31 ・ICTを活用した防災情報の提供 宮崎県・気象台 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

32 ・安定した雨量・水位情報等を提供できるよう観測局等の機能の向上を図るとともに適切な維持管理に努める 宮崎県・気象台 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

33 ・雨量・水位観測局等の追加整備について検討 宮崎県・気象台 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● 継続 ― ―

34 ・災害の記憶を風化させないため、イベント、防災学習会、出前講座等による啓発機会を拡充
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

35 ・浸水情報看板の見直し・設置を実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― × 未実施 ● 継続 × 未実施 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

避難路の点検・見直し・整備 36
・水害リスク空白域において、新たに指定する洪水浸水想定区域を踏まえ、避難路の見直しを行い、必要な場合は嵩上げ等

の整備を実施

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 × 未実施 × 未実施 × 未実施 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

復旧路の点検・見直し・整備 37 ・早期復興を考慮した優先復旧用道路の検討
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

38
・水害リスク空白域において、新たに指定する洪水浸水想定区域を踏まえ、公的施設・民間施設の活用、垂直避難等も踏ま

えた避難場所の点検・見直しを実施

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

39 ・隣接市町村等と協力し広域避難体制を構築
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

40 ・避難行動要支援者名簿の更新等を継続して実施し、避難・誘導体制確立を推進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

41 ・地域による温度差解消のため、避難・誘導体制確立が不十分な地域は、個別に意識啓発を図る
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42 ・自主防災組織を含む防災訓練の実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43 ・個別避難計画の作成を支援
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

44 ・病院や福祉・高齢者利用施設等への災害リスクや防災情報に関する情報提供の推進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

要配慮者を考慮した避難場所の確保 45 ・要配慮者を考慮した避難場所の確保を推進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

市町村地域防災計画における速やか

な指定
46 ・浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の、市町村地域防災計画における速やかな指定

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47 ・要配慮者利用施設における避難確保計画の策定及び適切な見直しの促進・支援
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48 ・策定した要配慮者利用施設の避難確保計画をもとに実施される避難訓練等の支援
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49
・入所型の社会福祉施設については、避難の実行性を高めるため、施設利用者のケアの継続などを踏まえた計画（垂直避難

など）の作成や避難訓練の実施など指導、支援を行う。

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

50
・水防法により努力義務となっている自衛水防組織の設置を促し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について積極的

に指導・支援

宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
― ― ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

51 ・水害リスクや防災情報に関する情報提供の推進
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

52 ・既存の樋門、樋管、排水施設について、確実かつ効率的な運用を行うための検証および体制の確保
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

53 ・水害リスク空白域において、新たに指定する洪水浸水想定区域を踏まえ、水防倉庫及びアクセス路の見直しを実施
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 ― ― ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

54 ・施設管理者への防災情報伝達の充実
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

55 ・公共施設、ライフライン等について、大規模災害時の機能維持対策を検討
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

56 ・各機関で実施した機能維持対策状況及び計画を把握・共有
宮崎市・西都市・西米良村・新富町・

川南町・都農町、宮崎県
● 継続 ● 継続 × 未実施 × 未実施 ● 継続 × 未実施 ● 継続 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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④河川管理施設の効率的な運用の確保

⑤浸水時にも活用できる水防倉庫、アクセス路の整備

３．災害に強いまち・防災

拠点づくりの推進

③要配慮者を考慮した避難・誘導

の取組の推進

要配慮者の状況把握と誘導

要配慮者を考慮した避難計画の作成

及び避難訓練の実施

自主的な避難確保・浸水防止の取組

の促進

⑥大規模災害時における公共施設、災害拠点病院、ライフライン等の

機能維持対策

①安全な避難路・復旧路の整備

②安全な避難場所の確保

森林整備センター

①川を通じたコミュニティづくりの推進

宮崎県 西都市

ハザードマップを活用した防災訓練

等の支援

地域における防災学習の実施

実施機関

水防災意識社会再構築協議会の取組方針

中項目

②迅速かつ確実な防災情報・避難

情報伝達及び手段の多様化

リアルタイムの災害情報の提供

③学習会等による災害情報の共有
地域の災害情報・危険性を共有し、

過去の水害を風化させない取組

１．災害に強い人づくりの

推進

②防災学習の推進

③自主防災組織の結成と積極的活

動

④防災リーダー（地域防災士、水

防団等）の育成

⑤住民が利用しやすい洪水ハザー

ドマップの作成等

学校教育における防災学習の実施

自主防災組織の結成、学習会・防災

訓練の実施、避難行動要支援者の移

送方法検討

水防（消防）団の強化

防災リーダー育成の推進

２．情報伝達のための環境

づくりの推進

①避難情報発令の基準化

行政による情報伝達手段の多様化・

多重化
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事業費 約0.6億 河道掘削 約１万m3 樹木伐採 約３千m2

植　付 下　刈 除　伐 間伐

66ha 52ha 11ha 170ha

1

令和５年度実績

令和５年度実績

【小項目】対策メニュー 森林整備事業

林野庁

西都児湯森林管理署

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【中項目】対策内容 森林の整備・保全・治山施設の整備

【小項目】対策メニュー 河道掘削・樹木伐採

【中項目】対策内容 洪水氾濫対策
宮崎県

【西都土木事務所】

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和５年度 一ツ瀬川水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

間 伐下 刈

【概要】

○土砂堆積等による流下阻害で洪水氾濫が生じないよう、河道掘削や樹木伐採を実施した。

【概要】

○森林の有する土砂流出防止や水源かん養機能等の適切な発揮に向け、引き続き下刈

等の森林整備を実施

実施前 実施後

資料－２
(様式２)
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事業費 約5千万円 掘削土量 約4,000㎥

2

令和5年度実施

令和５年度　実績

排水機場　建屋耐震工事　N=1式

令和５年度　事業費　3900万円

【小項目】対策メニュー ほ場整備の推進

新富町

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【中項目】対策内容 流域の雨水貯留機能の向上

【小項目】対策メニュー ため池内堆積土砂掘削

【中項目】対策内容 流域の雨水貯留機能の向上新富町

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和５年度 一ツ瀬川水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

【概要】

○近年、洪水量が著しく増加し降雨時に下流農耕地域及び家屋等が冠水被害を生じている。

周辺の土地改良事業（ほ場整備）が完了し農業用ため池を洪水調節池として用途変更するこ

とを目的とし、ため池内の堆積土砂撤去を実施した。

○次年度以降も、大和地区洪水対策（障害防止事業）において引き続き実施していく。

大和ため池 大和ため池 大和ため池

実施前 実施中 実施後

【概要】

○排水機場の老朽化に起因する施設の稼働不良等により洪水・湛水被害が生じないよう排水機

場の更新事業を実施している。令和５年度は排水機場建屋の耐震工事を実施した。

○次年度以降も、主ポンプ・除塵機等の主要設備の更新を実施していく。

大渕排水機場 全景 耐震工事の施工状況

実施中全景
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3

【小項目】対策メニュー

まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害情報の充実

【大項目】区分 ２．被害対象を減少させるための対策

土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

宮崎県

【西都土木事務所】

【高鍋土木事務所】

【中項目】対策内容

【小項目】対策メニュー 防災指針の策定

【中項目】対策内容 水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫西都市

【大項目】区分 ２．被害対象を減少させるための対策

令和５年度 一ツ瀬川水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

【概要】

○近年、全国的に頻発・激甚化する自然災害への総合的対策が喫緊の課題となるなか、防

災の観点を取り入れたまちづくりを加速させるため、令和２年の都市再生特別措置法改正に

よって、立地適正化計画に居住誘導区域内の防災対策を記載する「防災指針」が位置付けら

れた。

○令和６年３月２９日に公表した西都市立地適正化計画では、災害リスク情報と都市計画情

報を重ね合わせ、都市の災害リスクの「見える化」を行う等、都市が抱える防災上の課題を分

析した上で、防災まちづくりの対策方針等を明確にし、ハード・ソフトの両面からの安全確保

の対策を防災指針として位置付けた。

西都市HPで公表

https://www.city.saito.lg.jp/shiseigyosei/kensetsu_toshi/post_831.html

【概要】

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）

に基づき、現在、２巡目の基礎調査を実施しており、土地の改変等が確認された箇所につい

ては、順次指定箇所の見直し等を行っていく。

○指定箇所については、県ＨＰで公表するとともに、市町村に情報提供を行い、ハザードマッ

プへの反映を依頼

県HPで土砂災害警戒区域等マップを公表
HP：www.sabomap/miyazaki

公表されている公示図書の一部
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4

【中項目】対策内容 防災学習の推進新富町

【大項目】区分 ３．被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

【小項目】対策メニュー 小・中学生を対象とした土砂災害の啓発

【小項目】対策メニュー 防災情報の共有

一ツ瀬川水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

【中項目】対策内容
宮崎県

【危機管理課】

【大項目】区分 ３．被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

避難態勢等の強化

令和５年度

【概要】

○宮崎県防災情報共有システム＝SIP４D利活用システム

※SIP4Dとは、多数の組織から異なる形式で発信される様々な情報を、集約・加工・変換して

提供する基盤的防災情報流通ネットワーク

【概要】

新田学園中等部３年生の防災学習の一環として、災害から身

を守るためにどのような行動をとるべきか、どの様な備えが必

要かについて考えるフィールドワークの支援を実施し、防災知

識と意識の向上を図った。特に、避難後の避難所生活について、

避難所の実態について体験するとともに、避難所生活者の一員

として、不自由な生活の中、自分たちにできること、役に立つ

ことは何かを考える課題に取り組み、避難所運営の本質を学ぶ

良い機会となった。

【効果】

風水害から命を守るための避難場所への「早期避難」の重要

性を感じさせることができた。また、避難場所と避難所の違い

を学ぶとともに、避難場所への避難において、必要なものは自

分たちで準備、持参することの必要性を学ばせることができた。

避難所については、避難所生活の一部を体験させるとともに、

中学生として避難所生活において、「自分たちに役に立つこと

はないか」との課題に取り組ませることにより、「助けられる

者から助ける者」への難所生活における意識の深化を図ること

ができ、避難所は避難者を中心として運営すべききことの意識

改革を促すことができた。
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植　付 下　刈 間  伐

10ha 140ha 332ha

 　

治山ダム 1基

1

令和５年度実績

令和５年度実績

【小項目】対策メニュー 治山事業

林野庁

西都児湯森林管理署

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【中項目】対策内容 森林の整備・保全・治山施設の整備

【小項目】対策メニュー 森林整備事業

【中項目】対策内容 森林の整備・保全・治山施設の整備
林野庁

西都児湯森林管理署

【大項目】区分 １．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和５年度 その他水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

植 付 間 伐

【概要】

○森林の有する土砂流出防止や水源かん養機能等の適切な発揮に向け、引き続き植付等

の森林整備を実施

【概要】

○森林の多面的機能及び豪雨時の土砂流出防止に向けて、治山ダム設置を計画的に実施
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2

【小項目】対策メニュー 防災情報の共有

宮崎県

【危機管理課】

【大項目】区分 ３．被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

【中項目】対策内容 避難態勢等の強化

【小項目】対策メニュー 土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

【中項目】対策内容 まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害情報の充実

宮崎県

【西都土木事務所】

【高鍋土木事務所】

【大項目】区分 ２．被害対象を減少させるための対策

令和５年度 その他水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

【概要】

○宮崎県防災情報共有システム＝SIP４D利活用システム

※SIP4Dとは、多数の組織から異なる形式で発信される様々な情報を、集約・加工・変換して

提供する基盤的防災情報流通ネットワーク

【概要】

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）

に基づき、現在、２巡目の基礎調査を実施しており、土地の改変等が確認された箇所につい

ては、順次指定箇所の見直し等を行っていく。

○指定箇所については、県ＨＰで公表するとともに、市町村に情報提供を行い、ハザードマッ

プへの反映を依頼

県HPで土砂災害警戒区域等マップを公表
HP：www.sabomap/miyazaki 公表されている公示図書の一部
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3

【小項目】対策メニュー 防災ハザードマップ更新・配布

【中項目】対策内容 土地のリスク情報の充実・提供
宮崎県

川南町

【大項目】区分 ３．被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

令和５年度 その他水系流域治水プロジェクト　フォローアップ

【概要】

○川南町防災ハザードマップを更新し、全世帯に配布

○ため池浸水想定区域、高潮浸水想定区域の表示を追加

○外国語版（３か国）の作成（インドネシア語版・クメール（カンボジア）語版・ベトナム語版）

（外国語版）
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空白
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