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●道路の状況 

  市町村道の改良率及び舗装率は、全道平均と比べやや上回っていますが、道道はいずれも全道平均を下回っています。 

  高規格幹線道路網では、道東自動車道（夕張ＩＣ～占冠ＩＣ間）が平成２３年に開通したほか、日高自動車道（日高門別ＩＣ～日

高厚賀ＩＣ間）が平成３０年４月２１日に開通しており、道東や日高方面との移動時間の短縮化が図られつつあります。 

●河川の状況 

  管内の河川数は、一級河川２水系１２河川及び二級河川２８水系５０河川で、河川管理延長は、５７９．１㎞（一級１３６．６㎞、

二級 ４４２．５㎞）となっています。 

●海岸の状況 

  管内で道が管理している海岸は、いわゆる建設海岸が１０箇所、１１４．８㎞。農地海岸が５箇所、１１．０㎞。漁港海岸が１２

箇所、１４．８㎞となっています。 

●ダムの状況 

  管内には、かんがい用水や工業用水の供給を目的として５つのダムが設置されています。また、洪水調節、流水の正常な機能の維

持、かんがい用水及び水道用水の供給を目的とする「厚幌ダム」の建設が進められています。 

■道路                                                            令和３年４月１日現在 

区 分 

延長（㎞） 改良率（％） 舗装率（％） 

胆振 全道 
胆振 全道 胆振 全道 

実延長 改良済 舗装済 実延長 改良済 舗装済 

市町村道 4,574.8 3,250.8 3,026.1 71,215.2 48,761.5 42,765.9 71.1 68.5 66.1 60.1 

国  道 378.4 378.4 378.4 6,837.0 6,837.0 6,837.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

道 道 734.7 672.0 680.9 11,895.5 11,215.6 11,180.2 91.5 94.3 92.7 94.0 

総 計 5,687.8 4,301.2 4,085.4 89,947.7 66,814.2 60,783.2 75.6 74.3 71.8 67.6 

高 速 

自動車道 
132.7 132.7 132.7 763 763 763 100.0 100,0 100.0 100.0 

（道路現況調書、北海道開発局資料、NEXCO 東日本北海道支社提供） 

■河川                        令和３年４月１日現在 ■海岸        平成３１年４月１日現在 

区   分 水系 河川数 管理延長（㎞） 

一級河川 国管理 (１) (１) ４２．９ 

道管理 ２ １２ ９３．７ 

計 ２ １２ １３６．６ 

二級河川 ２８ ５０ ※ ４４２．５ 

合      計 ３０ ６２ ５７９．１ 

国管理（ ）数値は、道管理と重複。※１湖沼４７．０ｋｍは含まず。    【地調】【農振】【水】  （胆振総合振興局調べ） 

                  （胆振総合振興局調べ） 

■ダム                                                               令和元年 12月 31 日現在 

区 分 厚真ダム 瑞穂ダム 穂別ダム 厚幌ダム 幌別ダム 

水 系 厚真川 安平川 鵡川 厚真川 胆振幌別川 

河川名 厚真川 支安平川 穂別川 厚真川 胆振幌別川 

所在地 厚真町 安平町 むかわ町 厚真町 登別市 

型 式 ロックフィル ロックフィル ロックフィル 台形 CSG ロックフィル 

目 的 かんがい用水 かんがい用水 かんがい用水 多目的 工業用水 

ダムの 

規模 

堤 高(ｍ) ３８．２ ２５．９ ３８．２ ４７．２ ２２．５ 

提頂長(ｍ) ２２２．０ ４２７．１ ２８３．２ ５１６．０ ３６６．０ 

提体積(千㎥) ５００ ４６２ ５２９ ４９０ ３９３ 

貯水池 

の規模 

総貯水量 １０，０８０ ４，３００ １０，３３０ ４７，４００ ９，９７４ 

有効貯水量(千㎡) ９，５２３ ３，９００ ９，０６０ ４３，１００ ８，０８０ 

湛水面積(k ㎡) ０．９３ ０，５６ １．０９ ３．０３ １．０６ 

流域面積(k ㎡) ５２．０ １２．２ ７０．５ １０５．３ ７１．０ 

事  業  者 農林水産省 農林水産省 農林水産省 北海道（建設部） 北海道（企業局） 

完成（予定）年度 Ｓ４５ Ｈ１０ Ｓ６０ Ｈ３０ Ｓ４２ 

区 分 箇所 管理延長（㎞） 

建設海岸 １０ １１４．７７５ 

農地海岸 ５ １１．０５１ 

漁港海岸 １２ １４．８２６ 

合計 ２７ １４０．６５２ 
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北海道のダム一覧（総合政策部政策局） 

●港湾の状況  

   管内の港湾は、国際拠点港湾である室蘭港と苫小牧港のほか、地方港湾である白老港の３箇所があります。 

●漁港の状況 

   管内の漁業生産基地である漁港は、第１種漁港８港、第２種漁港２港、第３種漁港２港の計１２港があります。 

 

■港湾 

港 湾 名 室 蘭 港 苫 小 牧 港 白 老 港 

港    格 国際拠点港湾 国際拠点港湾 地方港湾 

指定（認可） 昭和４０年４月 昭和５６年４月 昭和５７年８月 

管理者 室 蘭 市 苫小牧港湾管理組合 白 老 町 

港湾区域面積 １，６１０ｈａ １４，３００ｈａ ２６１ｈａ 

臨港地区面積 １，００６ｈａ １，９６６ｈａ ３２ｈａ 

港湾管理者一覧表（国土交通省港湾局） 

国際拠点港湾：重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として、特に重要な港湾で政令に定めるもの 

※平成 23年 4 月の港湾法施行令の改正により、「特定重要港湾」から名称変更。 

重要港湾：国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利益に重大な関係を有する港湾で政令に定めるもの 

地方港湾：重要港湾以外の港湾 

                                                                                           

■漁港 
種類 漁港数 漁 港 名 種類の説明 
第１種 ８港 礼文、大岸、有珠、伊達、黄金、イタンキ、

鷲別（鷲別）、鷲別（富浦）、鵡川 
漁船の利用範囲が地元の漁業を主とする
もの 

第２種 ２港 豊浦、虻田（本港）、虻田（大磯） 漁船の利用範囲が第１種より広く、第３種
漁港に属しないもの 

第３種 ２港 追直、登別 漁船の利用範囲が全国的なもの 
第４種 －  離島その他辺地にあって漁場の開発又は

漁船の避難上特に必要なもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  虻田漁港（大磯分区） (洞爺湖町）       ３・３・３０１中央通（登別市） 


