
いっぱんこくどう ごう

一般国道３８２号

きさか

木坂

よしだ

吉田

くし

櫛

したか

志多賀

さか

佐賀

あしみ

芦見

おしか

小鹿

かしたき

樫滝

ししみ

鹿見

おおくぼ

大久保

みね

三根

しゅようちほうどう かみあがたおしかこうせん

主要地方道 上県小鹿港線

いっぱんけんどう ししみこうせん

一般県道 鹿見港線

しゅようちほうどう きさかさかせん

主要地方道 木坂佐賀線

かりお

狩尾

とのはま

殿浜

こもだ

小茂田

わかた

若田

しいね

椎根

せ

瀬

くわ

久和

あがみ

安神

いづはらこう

厳原港

ないいん

内院

うちやま

内山

こうつき

上槻

つつ

豆酘 あざも

浅藻

いっぱんけんどう せうらいづはらこうせん

一般県道 瀬浦厳原港線

しゅようちほうどう さじきはらこもだせん

主要地方道 桟原小茂田線

しゅようちほうどう いづはらつつみつしません

主要地方道 厳原豆酘美津島線

うらそこ

浦底

にい

仁位
さほ

佐保

まわり

廻
がや

賀谷

こふなこし

小船越

くすほ

久須保

おおふなこし

大船越

つしまくうこう

対馬空港

たけしき

竹敷

いまざと

今里

けち

雞知

みかた

箕形ふくざき

吹崎

あれ

阿連
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｱ

いっぱんけんどう たけしきけちせん

一般県道 竹敷雞知線

いっぱんけんどう からさきみさきせん

一般県道 唐崎岬線

きん

琴

おおうら

大浦 ひたかつ

比田勝

しゅうし

舟志

さすな

佐須奈

いっぱんけんどう おおうらひたかつせん

一般県道 大浦比田勝線

いっぱんけんどう ひたかつこうせん

一般県道 比田勝港線

いっぱんけんどう しゅうしさすなせん

一般県道 舟志佐須奈線

おおち

大地

いっぱんけんどう しゅうしみやはらせん

一般県道 舟志宮原線

２
１

３
４

５

６

７

８

９

１１

１２

１３ １４

１０

１５

１６

１９

２０

２１

２２
２３

２４

２５
２６

２７

まんぜきばし

万関橋

おおふなこしばし

大船越橋

つしましんこうきょくかんないず

対馬振興局管内図

かみつしま まち

上対馬町
かみあがた まち

上県町

みね まち

峰町

とよたま まち

豊玉町

みつしま まち

美津島町

いづはら まち

厳原町

１７

１８

しゅようちほうどう いづはらつつみつしません

主要地方道 厳原豆酘美津島線

しゅようちほうどう いづはらつつみつしません

主要地方道 厳原豆酘美津島線

いっぱんこくどう ごう

一般国道３８２号

いっぱんこくどう ごう

一般国道３８２号

しゅようちほうどう かみつしまとよたません

主要地方道 上対馬豊玉線

しゅようちほうどう かみつしまとよたません

主要地方道 上対馬豊玉線

しゅようちほうどう きさかさかせん

主要地方道 木坂佐賀線

しゅようちほうどう かみつしまとよたません

主要地方道 上対馬豊玉線

いっぱんこくどう ごう

一般国道３８２号

対馬縦貫道路区間

トンネル

橋梁
きょうりょう

凡　例

しゅようちほうどう かみつしまとよたません

主要地方道 上対馬豊玉線

２8
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大正
たいしょう

縦
貫
幹
線
道
改
修
起
工

じ
ゅ
う
か
ん
　
か
ん
　
せ
ん
　
ど
う
か
い
し
ゅ
う
　
き
　
こ
う

対
馬

つ
し
ま

縦
貫

じ
ゅ
う
か
ん

道ど
う

が
国
道

こ
く
ど
う

に
昇
格

し
ょ
う
か
く

し
、

国
道

こ
く
ど
う

3
8
2
号ご

う

と
称し

ょ
う

さ
れ
る

【経過
けいか

年数
ねんすう

】

1968年
ねん

を「0」として

います。

佐
須
奈

さ
　
　
す
　
　
　
な

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
県

か
み
あ
が
た

町ま
ち

河
内

か
わ
　
ち

～

佐
須
奈

さ
　
　
す
　
　
な

）

浪
人

ろ
う
　
に
ん

坂ざ
か

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

　
雞
知

け
　
　
　
ち

）

大お
お

船
越

ふ
な
　
こ
し

橋は
し

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

　
大お

お

船
越

ふ
な
　
こ
し

）

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ち
ょ
う

　
濃の

部ぶ

ト
ン
ネ
ル
開
通

か
い
　
つ
う

対
馬

つ
し
　
ま

縦
貫

じ
ゅ
う
か
ん

道
路

ど
う
　
ろ

開
通

か
い
　
つ
う

比ひ

田た

勝か
つ

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
対
馬

か
み
　
　
つ
し
ま

町ま
ち

　
比ひ

田た

勝か
つ

）

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

　
大お

お

船
越

ふ
な
　
こ
し

）

昭和
しょうわ【年号

ねんごう

】
明治
めいじ

平成
へいせい

御
嶽

み
　
　
た
け

や
ま
ね
こ
ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
県

か
み
あ
が
た

町ま
ち

瀬せ

田た

）

瀬せ

田た

ト
ン
ネ
ル
　
供
用
開
始
（

上
県
町

瀬
田
）

き
ょ
う
よ
う
　
か
い
　
　
し
　
　
　
か
み
あ
が
た
　
ま
ち
　
　
　
　
せ
　
　
た

大お
お

地ち

1
号ご

う

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
県

か
み
あ
が
た

町ま
ち

佐
須
奈

さ

す

な

）

大お
お

地ち

２
号ご

う

ト
ン
ネ
ル
　
供
用
開
始
（

上
県
町

佐
須
奈
）

き
ょ
う
よ
う
　
か
い
　
　
し

か
み
あ
が
た
　
ま
ち
　

　
さ

す

な

美み

止と

々ど

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
し

（

上
県
町

か
み
あ
が
た
　
ま
ち

佐
須
奈

さ
　
　
　
す
　
　
な

～

佐
護
東
里

さ
　
　
ご
　
　
ひ
が
し
さ
と

）

新し
ん

弓ゆ
み

張は
り

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
県

か
み
あ
が
た

町ま
ち

　
樫か

し

滝た
き

～

鹿し
し

見み

）

根ね

緒お

坂ざ
か

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

　
根ね

緒お

）

新し
ん

久く

田た

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原
町

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち

久く

田た

）

山
田

や
ま
　
だ

山や
ま

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

上
県

か
み
あ
が
た

町ま
ち

鹿し
し

見み

～

峰
町

み
ね
　
ま
ち

三み

根ね

）

久
田

く
　
　
　
た

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原

い
づ
　
は
ら

町ま
ち

久く

田た

）

大
久
保

お
お
　
く
　
　
ぼ

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

峰み
ね

町ま
ち

大
久
保

お
お
　
く
　
　
ぼ

）

小
室

こ
　
　
む
ろ

ト
ン
ネ
ル
　
供
用
開
始

き
ょ
う
よ
う
　
か
い
　
　
し

（

厳
原

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち町

小
浦

こ
　
　
う
ら

～

南な

至む
ろ

）

厳
原

い
づ
　
は
ら

ト
ン
ネ
ル
　
供
用
開
始

き
ょ
う
よ
う
　
か
い
　
　
し

（

厳
原

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち町

桟
原

さ
じ
き
は
ら

）

向
山

む
こ
う
や
ま

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原

い
づ
　
は
ら

町ま
ち

久く

田た

）

第だ
い

3
代だ

い

　
万ま

ん

関ぜ
き

橋は
し

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

久く

須す

保ほ

）
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濃の
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ン
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ル
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用
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ょ
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よ
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（
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ま

町ま
ち

濃
部
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）

（
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り
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ょ
う

）

尾
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お
う
ら

ト
ン
ネ
ル
　
施
工
中

せ
こ
う
ち
ゅ
う

（

厳
原

い
づ
は
ら

町ち
ょ
う

　
尾
浦

お
う
ら

）

【管内
かんない

図
ず

番号
ばんごう

】

【西暦
せいれき

】

八
割

は
ち
　
わ
り

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

峰
町

み
ね
　
ま
ち

　
吉
田

よ
し

だ

）

十
善

じ
ゅ
う
ぜ
ん

寺じ

ト
ン
ネ
ル
　
供
用
開
始
（

豊
玉
町
　
田
）

き
ょ
う
よ
う
　
か
い
　
　
し
　
　
　
と
よ
　
た
ま
　
　
ま
ち
　
　
　
　
た

雞
知

け
　
　
ち

ト
ン
ネ
ル
　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま

町ま
ち

　
雞
知

け
　
　
ち

）

浅
藻
隧
道

あ
ざ
　
も
　
　
ず
い
　
ど
う

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原
町
　
浅
藻
）

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち
　
　
　
　
あ
ざ
　
も
）

1968

安あ

神が
み

隧
道

ず
い
　
ど
う

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原
町
　
安
神

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち
　
　
　
　
　
あ
　
が
み

）

久
和

く
　
　
わ

隧
道

ず
い
　
ど
う

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

厳
原
町

い
づ
　
は
ら
　
ま
ち

　
久く

和わ

）

豊
玉

と
よ
　
た
ま

隧
道

ず
い
　
ど
う

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
し

（

豊
玉

と
よ
　
た
ま

町ま
ち

　
仁
位

に
　
　
い

）

賀
谷

が
　
　
や

隧
道

ず
い
　
ど
う

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
　
つ
　
し
ま

町ま
ち

　
賀が

谷や

）

初
代

し
ょ
だ
い

万ま
ん

関ぜ
き

橋は
し

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島

み
　
　
つ
　
　
し
ま
　
ち
ょ
う

町
　
久く

須す

保ほ

）

第だ
い

2
代だ

い

　
万ま

ん

関ぜ
き

橋は
し

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島
町

み
　
　
つ
　
　
し
ま
　
ま
ち

　
久
須
保

く
　
　
す
　
　
ほ

）

初
代

し
ょ
だ
い

　
大お

お

船
越

ふ
な
こ
し

橋は
し

　
供
用

き
ょ
う
よ
う

開
始

か
い
　
　
し

（

美
津
島
町

み
　
　
つ
　
　
し
ま
　
ま
ち

　
大お

お

船
越

ふ
な
こ
し

）

-50年

つしまじゅうかんどうろ けいい

対馬縦貫道路の経緯

じてん

1975.4.1時点
ひたかつ いづはらかん

比田勝～厳原間

実延長：93.524km

じてん

2017.4.1時点
ひたかつ いづはらかん

比田勝～厳原間

実延長：86.502km



ろうにんざか

（18） 浪人坂トンネル

さすな

（2） 佐須奈トンネル

おおち ごう

（3） 大地1号トンネル

しんゆみはり

（8） 新弓張トンネル

けち

（17） 雞知トンネル
いづはら

（21） 厳原トンネル

くた

（23） 久田トンネル

ひたかつ

（1） 比田勝トンネル

おおち ごう

（4） 大地2号トンネル

みとど

（5） 美止々トンネル

みたけ

（6） 御嶽やまねこトンネル

せた

（7） 瀬田トンネル

やまだやま

（9） 山田山トンネル

おおくぼ

（10） 大久保トンネル

はちわり

（11） 八割トンネル

じゅうぜんじ

（12） 十善寺トンネル

とよたまずいどう

（13） 豊玉隧道

しんのぶ

（14） 新濃部トンネル

がやずいどう

（15） 賀谷隧道

みつしま

（16） 美津島トンネル

ねおざか

（19） 根緒坂トンネル

こむろ

（20） 小室トンネル

むこうやま

（22） 向山トンネル

しんくた

（24） 新久田トンネル

あがみずいどう

（25） 安神隧道

くわずいどう

（26） 久和隧道

あざもずいどう

（27） 浅藻隧道

つしまじゅうかんどうろ ひたかつ ちく つつ ちく こ

対馬縦貫道路（比田勝地区～豆酘地区）には27個のトンネルがあります。
いりぐちふきん いっぱん こうぐち よ かたち つく ねんだい（ぎじゅつとう） ちけい かんきょう はんえい

トンネルの入口付近は一般に「トンネル坑口」と呼ばれており、その形は作られた年代（技術等）や地形・環境などが反映されています。
こうぐち まった どういつ ほそく か き しょうかい しゃしん きたがわ い ち こうぐち しゃしん

このため、坑口が全く同一になることはほとんどありません。 （補足）下記に紹介している写真は、トンネルの北側に位置する坑口の写真です。

つしまじゅうかんどうろ こうぐち しゃしん

対馬縦貫道路のトンネル坑口の写真



せこうほうほう けいい

トンネル施工方法の経緯

やいた

矢板
こうせいしほこう

鋼製支保工

ふっこう

覆工コンクリート

こうせいしほこう やいた せっちれい

鋼製支保工と矢板の設置例

てつどうたんせんだんめん

鉄道単線断面

てつどうふくせんたんめん

鉄道複線断面

アーチ部煉瓦の畳築の例
もくせいしちゅうしきしほこう れい

木製支柱式支保工の例

そくへきどうこうせんしんこうほう

側壁導坑先進工法

だいひょうてき やいたこうほう くっさくこうほう

代表的な矢板工法の掘削工法

じょうはんせんしんこうほう

上半先進工法

ていせつどうこうせんしんこうほう

底設導坑先進工法 そくへきどうこうせんしんこうほう

側壁導坑先進工法

ひょうじゅんしほ れい

標準支保パターンの例

ふきあ ほうしき うちこ れい

吹上げ方式によるコンクリートの打込み例

しょうわ ねんだいちゅうごろ げんざい

昭和50年代中頃～現在

しょうわ ねんだいごろ しょうわ ねんだいちゅうごろ

昭和30年代初頃～昭和50年代中頃

めいじじだい しょうわ ねんだいごろ

明治時代～昭和30年代初頃

けんせつ れきし

トンネルの建設の歴史

ひび ぎじゅつ はってん ともな せこうほうほう ざいりょう へんか

日々の技術の発展に伴い、トンネルの施工方法や材料は変化しています。
めいじじだい げんざい（へいせい） へんか しょうかい

ここでは、明治時代から現在（平成）までの変化を紹介します。

せこうじゅんじょ じれいしょうかい

トンネル施工順序の事例紹介
ほ けず ほきょう しあ こうてい せこう

トンネルは「掘る・削る」「補強する」「仕上げ」の工程で施工されます。
こうじ いちれん せこうじゅんじょ じれい しょうかい

ここでは、トンネル工事の一連の施工順序の事例を紹介します。

はっぱしょり

①発破処理
くっさく

②掘削

だ

③ずり出し

ふきつけこう

⑤コンクリート吹付工

こう

⑥ロックボルト工
こうせいしほこうたてこみこう

④鋼製支保工建込工

こう

⑦インバート工

だせつ

⑧インバート打設

ぼうすいこう

⑩防水工

こう かんりょう

⑨インバート工（完了）

ふっこう こう

⑪覆工コンクリート工
ふっこう こう かんりょう

⑫覆工コンクリート工（完了）

ほ けず

①掘る・削る

ほきょう

②補強する

し あ

③仕上げ



まんぜきばし けいい

万関橋の経緯

しょだい まんぜきばし

初代 万関橋

にだいめ まんぜきばし

二代目 万関橋

さんだいめ まんぜきばし

三代目 万関橋

げんざい まんぜきばし ねん けんぞう さんだいめ

現在の万関橋は1996年に建造され、三代目になります。
あそうわん く す ほ ぬ せと にほんかいぐん こうろ かくほ

また、浅海湾から久須保に抜ける瀬戸は、日本海軍が航路を確保するために
じんこうてき ぞうせい ともな まんぜきばし けんぞう

人工的に造成され、これに伴って万関橋が建造されております。

だいめ まんぜきばし けんせつ じょうきょう

３代目万関橋建設状況
げんぞん だいめまんぜきばし けんせつじょうきょうしゃしん しょうかい

現存する３代目万関橋の建設状況写真を紹介します。

※写真は「株式会社 エム・エムブリッジ」様より提供

けんせつちゅう しょだいまんぜきばし

建設中の初代万関橋

※「目で見る対馬の100年」掲載



つしま じゅうかん どうろ かいつう じょうきょう

対馬縦貫道路開通までの状況

※「目で見る対馬の100年」掲載

つしまじゅうかんどうろ ねん そくりょう はじ ねん ひたかつ きてん こうじちゃくしゅ かんとうだいしんさい たいせん こうじ ちゅうだん

対馬縦貫道路は1915年に測量が始まり、1918年に比田勝を起点に工事着手しましたが、関東大震災や大戦などにより工事が中断されました。
ねん りとうしんこうほう せいりつ かんせんじゅうかんどうろかいはつ ふっかつ こうじ おこな

しかし、1953年の「離島振興法」成立により、幹線縦貫道路開発が復活して工事が行われました。
ねん みつしままち の ぶ かいつう どうねん がつ にち つしまじゅうかんどうろ かいつうしき かいさい

そして、1968年に美津島町の濃部トンネルが開通したことにより、同年5月12日に対馬縦貫道路の開通式が開催されました。



【今後の予定】

・～R4年3月 （仮称）尾浦トンネル一部区間供用開始予定

長崎土木の紹介

★尾浦安神⼯区は、幅員が狭く⾒通しも悪いため、普通⾞の離合も困難な場所で
ある。このため、円滑な交通と安全な⽣活道路の確保及び産業の⽀援を図るため
道路整備を⾏っています。

〜いろんなところで情報発信してます〜
★ホームページでは⻑崎県の実施している事業や各部署の仕事内容、道路の通⾏
規制の情報などを掲載しています。Facebookではもっと身近な情報、ホットな
情報を投稿しています。ぜひ、⾒て『いいね』してください!!

[土木部] [対馬振興局]

トンネル安神側状況(R3.10末)トンネル工事施工状況


