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4 現状と課題 

（1）芦屋港の現状 

1）芦屋町の都市計画における位置づけ 
  芦屋港は、芦屋町の都市計画において、都市計画法第 8条第 1項第 9号に基づき、

「臨港地区（次ページ、芦屋都市計画総括図参照）」と定められており、港湾法第

39 条に基づく、臨港地区内の分区は行われていません。 

 

①臨港地区とは 

 港湾は、物流の場、生産の場、憩いの場といった多様な機能を担っています。こ

れらの役割を果たすために、水域と一体的に管理運営する必要がある水際線背後の

陸域を、港湾法又は都市計画法（都市計画区域内のみ）に基づいて指定したものが

「臨港地区」です。 

 

②分区とは 

港地区内において、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港湾の

多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分するもので

す。 

    分区の種類は「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「鉄道連絡港区」「漁港区」

「バンカー港区」「保安港区」「マリーナ港区」「クルーズ港区」「修景厚生港区」

などがあり、港湾管理者が指定します。 

 
港湾法第 39 条に基づく、臨港地区内の分区 

区 分 用 途 

商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 

特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量のバラ積みを通例とする物資を取り扱わせるこ

とを目的とする区域 

工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 

鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域 

漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的と

する区域 

バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域 

保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 

マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーション用のヨット、モーターボートなどの利

便に供することを目的とする区域 

クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 

修景厚生港区 その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを

目的とする区域 
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2）芦屋港の施設概要 
芦屋港は、昭和 50 年に地方港湾の指定を受け、福岡県が管理者となり、改修事業

や維持管理に当たることとなり、昭和 51 年に「芦屋港港湾計画（新規）」を策定、

昭和 61 年に-5.5m～-4.5m 岸壁（5バース）と野積場が完成しました。北九州港と博

多港の間に位置する唯一の港湾として、物流と漁業の地域拠点機能を担っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芦屋港平面図（福岡県芦屋港概要資料） 

 

 

■係留施設 

施設の種類 名称 水深（ｍ） 延長（ｍ） 

岸  壁 

5 号岸壁 -5.5 90 

4 号 A 岸壁 -4.5 180 

4 号 B 岸壁 -4.5 60 

物揚場 

2 号物揚場 -2.0 130 

3 号物揚場 -3.0 190 

3 号(2)物揚場 -3.0 102 

3 号(3)物揚場 -3.0 155 

船揚場 船揚場 -3.0 70 

総延長 977 
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   ■水域施設 

施設の種類 名称 水深（ｍ） 面積（㎡） 

泊 地 

3 号泊地 -3.0 49,600 

4 号泊地 -4.5 33,400 

5 号泊地 -5.5 45,600 

総面積 128,600 

   

施設の種類 名称 幅員（ｍ） 水深（ｍ） 延長（ｍ） 

航 路 芦屋航路 90.0 -5.5 430 

総延長 430 

 

   ■保管施設 

施設の種類 名称 面積（㎡） 

野積場 

1 号野積場 5,260

2 号野積場 5,684

3 号野積場 3,603

4 号野積場 3,909

6 号野積場 12,076

7 号野積場 15,032

8 号野積場 7,306

9 号野積場 5,059

総面積 57,935

 

   ■上屋 

施設の種類 名称 面積（㎡） 

上屋 上屋 1,895

述べ床面積 1,895

 

   ■荷さばき地 

施設の種類 名称 面積（㎡） 

荷さばき地 荷さばき地 1,919.5

総面積 1,919.5

 

   ■外郭施設 

施設の種類 名称 延長（ｍ） 

防波堤 

芦屋北防波堤 959

芦屋東防波堤 200

波除堤 90

芦屋中防波堤 110

導流堤 芦屋導流堤 350

防砂堤 防砂堤 300

総延長 2,009
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3）芦屋港港湾計画 
芦屋港港湾計画書は、港湾法第 3条の 3の規定に基づき、 昭和 51 年に策定され、

その後、平成 2年と平成 24 年に改訂されており、平成 26 年には軽微な変更が実施

されています。 

芦屋港港湾計画書では、次のような基本方針が掲げられています。 

 

芦屋港港湾計画書の基本方針、利用方針、土地利用（芦屋港港湾計画書（福岡県）） 

芦屋港港湾計画の基本方針 

1） 芦屋港周辺のレジャー施設との連携を図り、地域の交流の場として活用さ

れる港とする。 

2） 芦屋町を中心に背後地域の経済を支える物流基地としての港とする。 

3） 緑地整備により、人々が水辺に自由に安心して行き来でき、その魅力を楽

しむことができる港とする。 

4） 大規模災害発生時の緊急海上輸送に資する港とする。 

 

芦屋港港湾空間の利用方針 

① 芦屋地区東側は船だまり関連ゾーンとする。 

② 芦屋地区中央は物流関連ゾーンとする。 

③ 芦屋地区西側は緑地レクリエーションゾーンとする。 

 

芦屋港の土地利用計画 

 ふ頭用地 交通機能用地 緑地 合計 

芦屋地区 10ha 1ha 10ha 22ha 

※端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはなりません。

 

（参考）港湾計画改定の経緯 

昭和 49 年 地方港湾の指定を受け福岡県が管理者となり、改修事業や維持管理にあ

たることとなる 

昭和 51 年 芦屋港港湾計画（新規）を策定 

昭和 61 年 -5.5ｍ～-4.5ｍ岸壁（5バース）と野積場が完成 

平成 2 年 芦屋港港湾計画（改定）  

海洋性レクリエーション空間の形成のための変更 

平成 14 年 なみかけ大橋完成、臨港道路波懸線供用開始 

平成 24 年 芦屋港港湾計画（改定）  

里浜事業のための緑地追加（10ha) 

平成 26 年 里浜事業開始（～平成 30 年度） 

平成 26 年 芦屋港港湾計画（軽微な変更）  

里浜事業のための緑地で一部漏れを追加 
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4）九州・⼭⼝ 9 県災害時応援協定 
    東日本大震災を契機に、平成27年に締結された九州・山口9県災害時応援協定では、

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び山口県（以

下「九州・山口 9県」という。）並びに国内において、災害対策基本法（昭和 36 年

法律第 223 号）第 2 条第 1号に規定する災害などが発生し、被災県独自では十分に災

害応急や 災害復旧・復興に関する対策が実施できない場合において、九州・山口 9県

が効率的かつ効果的に被災県への応援を行うために、「職員の派遣」「食料、飲料水

及び生活必需品の提供」「避難施設及び住宅の提供」「緊急輸送路及び輸送手段の確

保」など、被災地の応援に必要な事項について定めています。 

    この「九州・山口 9県災害時応援協定」にて、芦屋港は、5 号岸壁が「広域海上緊

急輸送基地」と位置付けられています。これは、「海上緊急輸送路などの確保に関す

る実施要領（平成 23 年 10 月 31 日施行）」第 3条各号に規定されており、具体的には

大量の人流・物流が可能な輸送拠点として位置付けられているものです。 
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5）芦屋港の利⽤状況 
①物流港としての利用状況 

・過去 5 年間の砂・珪砂などの運搬のための入港回数は、平均で 48.2 回/年、7.6

日に 1回の入港頻度となっています。 

・過去 5 年間の取扱貨物量は、7万～8万トン/年で推移しており、芦屋港港湾計画

に掲げる目標値 13 万トン/年からも非常に低位に推移しています。 

・平成 29 年の福岡県内の港湾における芦屋港の入港船舶数、貨物取扱量（国内貿易

のみ）の比率は、いずれも 0.06%と非常に少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29

砂・珪砂等の運搬 44 54 41 54 48

鐘崎港から移動 0 0 0 0 1

小型船 3 0 0 0 0

避難係留 2 0 0 0 0

花火 2 1 2 2 2

作業船 6 1 0 0 8
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■利用事業者へのヒアリング結果 

芦屋港では、現在 2 つの事業者が、主に砂・砂利の移出入で利用しています。こ

のため、この 2事業者に対し、平成 27 年度に福岡県が実施したヒアリング内容をも

とに、現在の利用状況や今後の見込みについてヒアリングを実施しました。 

（平成 29年 11 月 21 日実施） 

・現在、芦屋港を利用している事業者は 2 事業者。 

・1社は、芦屋港への入港回数の不定期ではあるが、移出の平均頻度は月 1～2回

（多い時で 3 回）、移入は 2～3か月に 1回。利用船型は 499G.T が平均的で最大

2,000G.T。陸上輸送は、10 トンダンプで行なっている。 

・1社は、入港頻度は平均月 2 回、最大で 2,124G.T の船舶を使用している。陸上

輸送は、10 トンダンプを中心に行なっている。 

※G.T：総トン数であり、船舶の規模を示す単位 

 

 

 

北九州港

52.69%
博多港

28.70%

苅田港
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三池港

2.51%

地方４港
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芦屋港
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博多港
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三池港

0.89%

地方４港

0.63% 芦屋港

0.06%

福岡県内の港湾の入港船舶数のシェア 

（平成 29 年） 

福岡県内の港湾の取扱貨物量（国内）のシェア 

（平成 29 年） 



21 

 

■未利用地の状況 

芦屋港に 9つある野積場のうち 6箇所（野積場面積の約 87％）は常時利用されて

いません。利用されている野積場も、周辺で大きな工事があった場合に一時的に利

用される程度で、十分に活用されているとはいえません。 

また、岸壁の一部も一時的な利用に留まり、特に西側は砂が堆積し十分な水深が

確保されていない状況となっています。 

    さらに、背後地には緑地帯が設けてありますが、飛砂による堆積により利用できな

い区画や、未整備の箇所などがあるうえ、隣接する芦屋海浜公園との動線が整ってい

ないため、十分に利用されているとはいえない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
未利用の野積場（赤線内） 
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②漁協エリアとしての利用状況 

・芦屋港の北東側は、遠賀漁業協同組合芦屋支所が使用しています。漁協エリア

には小型船船溜、船揚場、物揚場、荷捌地があり、沿岸漁業を主とする小型漁

船が 35 隻停泊しています。 

・漁協エリアは、港湾管理者である福岡県の所有ですが、一部芦屋町、遠賀漁業

協同組合の所有地も含まれ、遠賀川河口部の導流堤は国土交通省遠賀川河川事

務所の所管となっています。 

・この導流提部分は、国土交通省遠賀川河川事務所から福岡県が許可を受け港湾

施設の一部として占用し、遠賀漁業協同組合は福岡県から許可を得て使用して

います。さらに、沖の導流堤 2 箇所に設置してある目印灯用のために電柱・電

線が敷設してありますが、これらは遠賀漁協協同組合が国土交通省遠賀川河川

事務所から占用許可を受け維持管理しています。 

・1 号野積場の西側道路は、現在、遠賀漁業協同組合が福岡県から占用許可を得

て、搬出入道路として利用しています。 

・芦屋港は全域が釣り禁止区域となっているにもかかわらず、多くの釣り客の立

ち入りがあり、安全面での危惧のほか、一部の釣り客による船揚場の無断使用、

不法投棄、自動車の無断駐車など、漁業従事者にとって問題となっています。

そのため、フェンスの設置、禁止看板の設置などの措置を講じてきましたが、

改善の状況は十分ではありません。 

 

漁協エリアの位置 → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船溜と物揚場 

船揚場 立入禁止フェンス・表示 荷捌地 
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6）背後地の緑地帯の管理状況 
・芦屋港背後地の緑地帯は、海浜緑地（Ａ緑地）・緩衝緑地（Ｂ緑地）・遊園緑地

（Ｃ緑地）の 3つに分かれています。 

・平成 23 年 4 月 1日より、良好な港湾環境の形成と港湾利用者及び地域住民の交流

促進を図ることを目的に、日常管理に関しては「芦屋港湾緑地管理協定書」に基

づき、芦屋町が管理しています。しかし、Ａ緑地については、堆砂などの影響に

より適正な整備が整っていないため、「芦屋港湾港湾緑地管理協定書に関する覚

書」により、福岡県による緑地内整備が終了した翌年度から芦屋町が管理を引き

継ぐこととなっていますが、現時点でＡ緑地の整備は実施されていません。 

・Ａ緑地については、その立地から隣接する芦屋海浜公園との重要な動線を担うエ

リアです。「芦屋の里浜づくり」事業の整備完了に伴い、今後芦屋港との動線確

保のためにも早期な対応が必要です。 

・Ｂ緑地、Ｃ緑地についてもＡ緑地の影響、臨港道路によりそれぞれが分断されて

いることなどから、芦屋海浜公園との動線が確保されていないうえ、一体的な活

用が十分に図れていないため、十分に機能している状況とはいえません。 

・Ｂ緑地の南側（法面を含む）は、平成 26 年 7 月の港湾計画の軽微な変更により、

緑地帯として臨港地区に加えられており、緑地帯と一体的な土地利用を図るよう

に位置付けられていますが、利用できる状態ではありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑地帯の位置図 

 

Ｃ緑地 

Ｂ緑地 

Ａ緑地 

芦屋海浜公園 

緑地帯 
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B 緑地（緩衝緑地）                   B 緑地（緩衝緑地） 

C 緑地（遊園緑地）                   C 緑地（遊園緑地） 

A 緑地（海浜緑地）                   A 緑地（海浜緑地） 

B 緑地南側の緑地帯                  B 緑地南側の緑地帯 
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7）芦屋港のインフラ状況 
・臨港地区の中央部を通る道路は、現状、臨港道路としての位置づけですが、平成

30年度中に県道認定される予定で、芦屋港の主要幹線道路になると考えられます。

また、臨港地区に隣接した町道幸町西浜線は、都市計画道路に位置付けられてい

ます。その他の、臨港地区内の道路は臨港道路に位置付けられます。 

・一部を除く臨港地区内は、芦屋町の公共下水道処理区域内ではありますが、下水

道は一部しか整備されていません。また、多くの使用が想定されていないため、

管の口径が小さく、芦屋港のレジャー港化にあたっては、整備の必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨港地区の道路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨港地区内の上下水道の整備状況  

県道認定される臨港道路 

町道幸町西浜線（都市計画道路） 

凡例 

上水道 

下水道 
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8）遠賀漁業協同組合の現状 

・遠賀漁業協同組合の現状は、組合員数が年々減少し、柏原
かしばら

支所、波津
は つ

支所は組合員

数の減少傾向が著しく、芦屋支所の組合員数は微減となっています。組合員の平均

年齢を全国平均と比較すると、芦屋支所は59.5歳で全国平均56.7歳よりやや高く、

柏原支所は 65.7 歳、波津支所は 66.8 歳と、全国平均より高くなっています。 

・福岡県全体の生産額は、平成 27 年度に 143 億円、遠賀漁業協同組合の平成 27 年度

の生産額は 2 億 4820 万円で、福岡県全体の 1.7％程度です。 

 

遠賀漁業協同組合の漁業生産額の推移（単位：百万円）（遠賀漁業協同組合提供） 

年度 芦屋 柏原 波津 合計 

平成 25 年度 96.3 64.6 84.5 245.4

平成 26 年度 97.7 73.2 73.4 244.3

平成 27 年度 107.5 76.8 63.9 248.2

平成 28 年度 120.2 70.8 67.4 258.4

平成 29 年度 104.0 57.1 58.2 219.3

 
遠賀漁業協同組合の正組合員数の推移（単位：人）（遠賀漁業協同組合提供） 

年度 芦屋 柏原 波津 合計 

平成 25 年度 28 25 23 76

平成 26 年度 26 25 19 70

平成 27 年度 26 22 18 66

平成 28 年度 26 21 14 61

平成 29 年度 26 19 13 61

 
平成 28 年の遠賀漁業協同組合の組合員数と平均年齢（遠賀漁業協同組合提供） 

所属 
組合員数（単位：人） 漁業生産額 

（単位：円） 正組合員※1 准組合員※2 計 

芦屋支所 26 
平均年齢 

60.1 歳 
8 

平均年齢

57.6 歳 
34

平均年齢 

59.5 歳 
120,195,998

柏原支所 21 
平均年齢 

65.5 歳 
15

平均年齢

65.9 歳 
36

平均年齢 

65.7 歳 
70,845,708

波津支所 14 
平均年齢 

63.6 歳 
6 

平均年齢

73.8 歳 
20

平均年齢 

66.8 歳 
67,426,552

 
※1正組合員：組合の地区内に住所を有し、かつ、年間 90～120 日で 定款で定める日数を超えて、漁業を営み 

又は従事する漁民、漁業生産組合、中小規模の漁業法人のこと。 

※2准組合員：正組合員以外の漁民、正組合員と同世帯の者、組合地区内の水産加工業者、遊漁船業者などの 

こと。 
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福岡県の海面漁業の漁業生産量（単位：t）と生産額（単位：百万円） 

（第 64 次福岡農林水産統計年報（平成 22 年～27 年）） 

区分年度 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

生産量（t） 47,133 52,081 46,790 44,444 35,117 26,064

生産額（百万円） 19,167 19,758 15,152 15,938 12,482 14,302

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漁業従事者数・年齢構成の推移（水産庁作成「我が国水産業の現状と課題」） 

（農林水産省の漁業就業動向調査（平成 29 年）より算出） 

 
  



28 

 

9）芦屋の⾥浜づくりの経緯と概要 
芦屋港の建設以降、港の西側部分に広大な砂浜が広がりはじめ、以前は歩いてす

ぐにたどりつくことができた水際までの距離が 100 メートルを超えるところもみら

れ、堆積した砂が背後地へ飛ぶ飛砂被害が発生しています。 

そこで、地域の人々が、浜辺と自分たちの地域のかかわりがどうあるべきかを議論し、

海辺を地域の共有空間として意識しながら、長い時間をかけて、地域の人々と海辺との

固有のつながりを培い、育て、つくりだしていく取り組みとして、平成26年度から30

年度にかけ、砂浜への松の植樹を中心に、プロムナードなどの整備を福岡県事業として

実施しています。 

この里浜事業は、芦屋港の臨港地区の緑地帯として整備されており、今後は他の緑地

帯や芦屋港との回遊性を生み出すことが必要となっています。 

また、松林の育成には地域住民が愛着をもって守り育てていく必要があり、そのため

の組織形成が検討されています。 

 

 

里浜事業全体計画（福岡県提供） 
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10）公共交通網 
芦屋町は鉄道駅から距離があるため、公共交通は路線バスに限られています。路

線バスの運行状況は、ＪＲ折尾駅からの北九州市営バス、ＪＲ遠賀川駅からの芦屋

タウンバス（芦屋町が運行）により網羅され、芦屋町内は巡回バスを運行し、それ

ぞれが主要な場所で接続できるよう路線バスによる公共交通網の確保がされていま

す。バス停もおおむね徒歩 300ｍ圏内に配置し、運行本数は平日 140 便程度と県内他

自治体と比較しても充実しています。しかし、芦屋町が実施する「コミュニティ活

動状況調査」（住民アンケート）においては、重要度が高く満足度が低い、改善の必

要性が高い施策となっており、今後は「芦屋町公共交通網形成計画」（平成 29 年 6

月策定）に基づく施策の推進が必要といえます。 

特に芦屋港及び周辺地域の状況をみると、芦屋港から最も近い場所に路線・バス

停があるのは芦屋タウンバスとなりますが、芦屋町で最も来訪者の多い芦屋海浜公

園に近いバス停からは距離があり、観光の視点では利便性は高いといえません。 

今後、芦屋港のレジャー港化を推進するにあたっては、公共交通によるアクセス

の改善が重要な課題となります。既存のバス路線延長や、芦屋港内へのバス停設置

をはじめ、芦屋海浜公園との回遊性も考慮した検討が必要となります。また、芦屋

港のレジャー港化による来訪者の増加により、自動車交通量の増加、市街地の交通

渋滞など、住民生活への影響が考えられるため、これらの対策も検討していく必要

があります。 

 

 

北九州市営バス路線図（平成 29 年 6 月策定芦屋町地域公共交通網形成計画より抜粋） 
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芦屋タウンバス路線図（平成 30 年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

：海浜公園・遠賀川駅線 （鶴松団地経由） 

：海浜公園・遠賀川駅線 （祗園崎経由） 
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（2）芦屋町の現状 

1）⼈⼝分析 
・地域の消費や生産は、地域の人口に大きく影響を受けるため、現在及び将来の人

口規模を把握します。2015 年（平成 27 年）国勢調査人口では、芦屋町の人口は

14,208 人ですが、平成 28 年 3 月に策定された「芦屋町人口ビジョン」によると、

2040 年には 18.5％（2,622 人）、2060 年には 28.1％（3,992 人）の減少となっ

ています。 

・人口が減少することにより、地域経済に大きな影響が及ぼされます。定住人口 1

人あたりの年間消費額は 124 万円と推計されており、観光庁の資料では、旅行者

の消費額に換算した場合、国内旅行者（日帰り）79 人分、国内旅行者（宿泊）25

人分に相当します。 

・芦屋町においては、定住施策による人口減少の抑制と併せ、芦屋町の特徴を活か

した観光施策の展開により、交流人口によって地域経済の規模を維持・発展させ

ていくことを総合戦略においても目標として掲げており、芦屋港の担う役割は大

きいといえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芦屋町の総人口の推計結果（「芦屋町人口ビジョン」より抜粋） 
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定住人口 1人あたりの消費に相当する交流人口消費（観光庁資料） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     注）観光交流人口増大の経済効果では、定住人口 1人が減少した場合に相当する経済

効果として、外国人旅行者の場合 8人分、国内旅行者のうち宿泊の場合は 25 人分、

国内旅行者のうち日帰りの場合は 79 人分に相当します。芦屋町の場合、経済効果

は、来訪者の動態から、日帰り客を想定することが現実的です。 
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2）地域経済分析 
芦屋町の経済状況や産業特性などを把握するため、内閣府まち・ひと・しごと創生本

部が提供する地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ
リ ー サ ス

」を活用し分析を行いました。この地

域経済分析システムを活用することで、客観的なデータに基づいた芦屋町の状況を把握

することができます。 

地域経済とは、人の生活に必要な財・サービスを生産、配分、消費・利用する行動と

それらの相互関係などといった経済学的な総称です。地域経済を分析することで、経済

の特徴や課題をデータに基づいて的確に把握・認識し、施策を考えるうえで有効な 1

つのプロセスとなります。 

 
■地域経済循環図 

地域内企業の経済活動を通じて生産された付加価値は労働者や企業の所得として分

配され、消費や投資として支出され、再び地域内企業に還流します。このいずれかの過

程で地域外に所得が流出した場合、地域経済が縮小する可能性があります。その地域経

済の循環の現状を把握するための図が地域経済循環図です。 

地域経済循環図をもとに、芦屋町で生産された付加価値が地域内で循環しているか把

握します。 

 

・芦屋町の地域経済循環図をみると、芦屋町内での生産額（付加価値額）は 339 億

円で、最も付加価値を生んでいるのは第三次産業です。そのうち、分配（所得）

は、499 億円となっています。この差となる 160 億円のうち、69 億円は雇用者所

得であり、芦屋町民が町外で働き得た収入であることを表しています。 

・支出は 339 億円で、民間消費額、民間投資額、その他支出の全てで町外への流出

があります。特に、その他支出については、全体の 78％が町外に流出しています。

・地域経済循環率は 67.9％であり、芦屋町で得た所得が 30％以上町外に流出してお

り、地域の経済循環がうまく機能している状態とはいえません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 地域経済循環図（RESAS） 

※RESAS では、2013 年が最新データ 
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■産業別⽣産額 
芦屋町で付加価値を生んでいる産業、地域の中で強みとなる産業を把握するために、

産業別の生産額を整理します。 

・芦屋町で最も付加価値額を生んでいるのは第三次産業です。産業別付加価値額で

は、公務、公共サービス、対個人サービスが大きな割合を占めています。 

・芦屋港での主要産業となる漁業について把握するため、第一次産業をみると、一

般機械、水道・廃棄物処理が多く、水産業は 1.5 億円程度と相対的に低い値とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第一次産業 - 産業別付加価値額（修正特化係数）（RESAS） 

※RESAS における最新データである 2013 年の数値を使用 

第三次産業 - 産業別付加価値額（修正特化係数）（RESAS） 

※RESAS における最新データである 2013 年の数値を使用 
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■産業別修正特化係数 
産業の業種構成などの割合を、全国の割合と比較したものを修正特化係数といいます。 

 

   修正特化係数＝芦屋町の産業構成比 ÷ 全国の産業構成比 

 

修正特化係数は、全国平均が「1」となり、「1」よりも大きな場合、その産業は全国

水準を上回った集積度があり、地域で強みのある産業といえます。 

次の図は、芦屋町の修正特化係数を産業別に算出し分析したものです。 

 
・芦屋町内の全産業において、修正特化係数のグラフが「1」以上の産業をみると、

公務、水産業、公共サービス、一般機械、水道・廃棄物処理、金属製品、対個人サ

ービス、などとなっています。 

・付加価値額（前ページの下のグラフ）においては相対的に値の低い水産業は、修正

特化係数では公務に続いて高い比率であり、芦屋町の産業集積度は水産業に特化し

ているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業別修正特化係数（生産額ベース）（環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」より抜粋） 

※根拠となるデータは RESAS と同じ。ＲＥＳＡＳ最新データの 2013 年数値が使用されている。 

  

全国平均より 

低い産業 

全国平均より 

高い産業 



36 

 

■影響⼒係数と感応⼒係数 
芦屋町内のある産業と他の産業との繋がりの強さを把握するために、影響力係数※1

と感応力係数※2の分析を行います。影響力係数は、ある産業が芦屋町内の他の産業に与

える影響の度合い、感応力係数は、ある産業が芦屋町内の他の産業から受ける影響の度

合いを示します。 

 

・影響力係数（他の産業へ与える影響力）、感応力係数（他の産業から受ける影響力）

による分布図をみると、影響力・感応力ともに高く芦屋町の核となる産業は、水産

業、金属製品、一般機械、卸売業、小売業、金融・保険業、公共サービス、対事業

所サービスなどであることがわかります。 

・これらの産業は、芦屋町の核となる産業といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響力係数と感応力係数（環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」より抜粋） 

※根拠となるデータは RESAS と同じ。ＲＥＳＡＳ最新データの 2013 年数値が使用されている。 

 

 

※1 影響力係数：ある産業に対する需要が全ての産業に与える影響の度合いを示す係数で、大きいほど他の

産業に対する影響力が大きい。 

※2 感応力係数：全ての産業に対する新たな需要による特定の産業の感応度を示す係数で、大きいほど他の

産業による感応度が大きい。 
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■産業間取引構造 
芦屋町内の産業における、産業間の繋がりの強さを把握するため、産業間取引構造を

分析します。産業間取引構造により、芦屋町内のどの産業とどの産業の取り引きが多い

か把握できます。取り引きが多いほど、芦屋町内で経済が循環していることになります。 

 

・芦屋町内の産業間取引の構造をみると、最も取り引きが大きいのは公務、公共サー

ビスです。 

・芦屋町の主要産業といえる水産業をはじめとする第一次産業は、芦屋町内での繋が

りが弱くなっています。これは、芦屋町内で水揚げされる水産物や生産される農産

物が、ほとんど芦屋町内に流通していないことを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業間取引構造（環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」より抜粋） 

※根拠となるデータは RESAS と同じ。ＲＥＳＡＳ最新データの 2013 年数値が使用されている。 

 

 

※川上産業：消費者との距離が遠い産業を川の流れに例えて川上産業という。水産業、農業、製造業など。 

※川中産業：川上産業と川下産業の中間の位置づけの産業を、川中産業という。ガス、電気、水道など。 

※川下産業：消費者との距離が近い産業を川の流れに例えて川下産業という。公共サービス、小売業など。 
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3）観光動向 
 芦屋町の集客・消費のポテンシャルを把握するため、芦屋町の来訪者数の推移、主な

観光施設の来訪者数・消費額、来訪目的、芦屋町と周辺地域の日帰り・宿泊人数など観

光動向を整理しました。 

 

■来訪者数と消費額の推移 
・芦屋町を訪れる来訪者数は、年々増加傾向にあり、平成 28 年は、約 63 万人が

訪れています。その内訳は、日帰客数が大半であり、宿泊客は若干の減少傾向

にあります。また、県内外の内訳では、県内客がほとんどとなっています。 

・施設別では、マリンテラスあしやの消費額が最も大きく 3.3 億円、来訪者は、

レジャープールアクアシアンが最も多く、約 13 万人となっています。 

 
芦屋町の来訪者数の推移（福岡県観光入込客推計調査）（千人） 

平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

総 数 498 572 570 564 652 634

日帰客数 476 548 546 548 631 615

宿泊客数 22 24 24 16 21 19

県 外 18 29 28 28 32 3

県 内 480 543 542 536 620 631
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芦屋町の主要な観光施設の利用者数・消費額 
（福岡県観光入込客推計調査） 
※この調査は 1 月～12 月の暦年となっています 
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■芦屋町とその周辺地域の来訪者数・消費額 
芦屋町を訪れる来訪者をターゲットとする場合の市場規模を把握するため、芦屋町や周 

辺地域の来訪者数、消費額を整理します。 
・芦屋町の近隣地域では、北九州市が来訪者総数 25,433 千人で最も多くなっていますが、

北九州都市圏域の他市町の来訪者数は全体的に少ない傾向にあります。 

・北九州都市圏域内でみると、北九州市以外の市町の来訪者数は全体的に低い水準ですが、

その中で芦屋町の来訪者数は、やや高い水準となっています。 

・宗像市、福津市などの海岸線を共有する地域と比較すると、岡垣町、芦屋町の来訪者数

は少なくなっています。 

・来訪者数に占める宿泊の割合は、北九州市を除くと芦屋町を含め 0～6％程度に留まり、

県全体の 10％強と比較して低くなっています。 

 
芦屋町と周辺地域の来訪者数と消費額（平成 28 年福岡県観光入込客推計調査） 

市町村 来訪者数 
（千⼈） 

⽇帰 
（千⼈）

宿泊 
（千⼈）

宿泊割合
(%) 

県外 
（千⼈）

県内 
（千⼈） 

消費額 
（百万円）

芦屋町 634 615 19 3.0% 3 631 371

北九州市 25,433 21,643 3,790 14.9% 7,223 18,210 141,870
中間市 56 56 0 0.0% 0 56 -
⽔巻町 156 156 0 0.0% 0 156 -
岡垣町 350 341 9 2.6% 49 301 -
遠賀町 84 84 0 0.0% 4 80 561
直⽅市 972 905 67 6.9% 85 887 -
鞍⼿町 358 358 0 0.0% 3 355 804
宮若市 1,030 953 77 7.5% 309 721 -
⼩⽵町 43 43 0 0.0% 3 40 468
宗像市※ 6,946 6,587 359 5.2% 1,255 5,691 7,307
福津市※ 5,622 5,615 7 0.1％ 910 4,712 -

県合計 88,644 78,678 9,966 11.2% 27,039 61,605 
※宗像市、福津市は北九州都市圏域外 

  

芦屋町と周辺地域の位置 
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■芦屋町の来訪者の地域別構成割合 
芦屋町の商圏と考えられる範囲を検討するうえで、来訪者の居住地を把握します。 
・芦屋町内の主要観光施設、飲食店、販売施設における来訪者アンケート調査の結

果によると、芦屋町の来訪者の居住地で最も多いのは、北九州市八幡西区であり

全体の 19.7%を占め、次いで北九州市若松区が 11.9%となっています。 

・芦屋町への来訪者の居住地域は北九州都市圏域が上位を占めており、近隣からの

来訪者が多数を占めていることがわかります。 

 

芦屋町の来訪者の居住地域構成割合（平成 29 年 10 月～12 月の来訪者アンケート調査結果） 

（平成 29 年度芦屋町観光マーケティングサイクルの構築事業実施報告書より） 

居住地域 人数 構成比 

北九州市八幡西区 78 19.7% 

北九州市若松区 47 11.9% 

芦屋町 44 11.1% 

遠賀町 20 5.1% 

北九州市小倉北区 18 4.6% 

岡垣町 15 3.8% 

水巻町 14 3.5% 

北九州市八幡東区 10 2.5% 

北九州市小倉南区 9 2.3% 

北九州市門司区 9 2.3% 

中間市 8 2.0% 

北九州市戸畑区 7 1.8% 

九州内 6 1.5% 

その他福岡県内 110 27.8% 

合 計 395 100.0% 

 

  

芦屋町と周辺地域の位置 
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■芦屋町への訪問⽬的 
・芦屋町への訪問目的をみると、スポーツ・レクリエーションが最も多く 51％、

次いで、行祭事、イベントが 28％となっています。これは、レジャープールア

クアシアンや海水浴場による夏季の来訪者のほか、あしや花火大会、あしや砂像

展、芦屋基地航空祭といったイベントによる来訪者が大きいためと考えられま

す。 

 

芦屋町への訪問目的（平成 28 年福岡県観光入込客推計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レジャープールアクアシアン 

（芦屋町観光協会） 

あしや砂像展 

（あしや砂像展実行委員会） 
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■芦屋港周辺でのイベント開催状況 
 芦屋港周辺でのイベントなどによる集客状況を把握するため、隣接する芦屋海浜公園

を利用したイベントや貸し出しによる状況を整理しました。 

・芦屋港周辺でのイベントなどによる利用者・来訪者数は下のグラフのとおりです。

「あしや砂像展」「祭りあしや」をはじめ、「ビーチサッカー」「ファミリーフ

ィッシング」など様々なイベントが行われています。また、遊具を備える「わん

ぱーく」では、幼稚園・保育所などの遠足による利用などもあり、これらを加え

ると年間を通じて 16～17 万人の利用があります。 

・年間でみると、12 月～1月の冬季の利用者数が相対的に少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芦屋港周辺の月別イベント利用者数（芦屋町提供資料） 

※7 月、8 月は、海水浴客としての合算数値であるため、隔月に案分した 

※10 月、11 月には、あしや砂像展の来訪者も含んでいる 

 

 

 

【参考】あしや砂像展来場者数 

平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

40,500 人 36,265 人 44,582 人 

開催日数 17 日間 

[H28.10.19（金）～11.4（日）] 

開催日数 17 日間 

[H29.10.20（金）～11.5（日）]

開催日数 17 日間 

[H28.10.19（金）～11.4（日）] 
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■レンタサイクルの利⽤状況 
・芦屋町観光協会で実施しているレンタサイクルの利用状況は年々増加し、平成

25 年度の年間 1,096 台が、平成 29 年度には年間 3,643 台と約 3倍に増えていま

す。 

・「芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、レンタサイクルの複数

個所への設置の検討を掲げており、全国的なサイクリングブームとともに、レン

タサイクルのニーズが増加しており、レンタサイクル環境の充実を図ることで、

芦屋町内の周遊観光、芦屋町を核とする広域観光の来訪者も増加すると考えられ

ます。 

 

レンタサイクル利用状況（芦屋町観光協会）（単位：台） 

利用台数合計 大人 子ども 

平成 25 年度 1,096 690 406 

平成 26 年度 1,652 1,018 634 

平成 27 年度 2,283 1,411 872 

平成 28 年度 2,476 1,550 926 

平成 29 年度 3,643 2,273 1,370 
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■サイクリングコースの状況 
・芦屋町内のサイクリングコースは、福岡県により整備された一般県道直方北九州

自転車道路（延長約 34 ㎞）と一般県道遠賀宗像自転車道（延長約 34 ㎞）の自転

車歩行者専用道があります。このような複数のサイクリングコースのネットワー

ク化により広域的な自転車利用への対応を図ることが、芦屋町都市計画マスター

プラン（平成 30 年 3 月策定）においても位置付けられています。 

・海沿い、川沿いの両コースを設定できることが芦屋町の魅力であり、急こう配が

なく様々な自然景観を望むコースのため、子どもから大人まで幅広いサイクリス

トが楽しむことができます。こうした広域のサイクリングコースがあることによ

って、芦屋港のレジャー港化とともに来訪者が増加する可能性があり、サイクリ

ストに向けたサービスも必要と考えられます。 

・一方で、芦屋町内市街地は既設の歩道が位置付けられている箇所も多くあり、自

転車走行空間と分離されていないため、自転車利用者・歩行者双方の安全面の環

境が十分に整っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクリングコースの現況（福岡県資料より）  
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■釣り場としてのポテンシャル 
・芦屋港は、冬季を除き一定の釣果

ちょうか
※があり、場所によって釣果が異なるため、釣り

客にとって魅力のある場所といえます。しかし、一部の釣り客のマナーにより様々

な問題が生じています。 

・芦屋港や隣接するレジャープールアクアシアンにおいて、海のある町として芦屋

町の魅力を発信し、魚釣りを通して魚に興味を持ってもらうことを目的に、芦屋

町商工会青年部が公益財団法人日本釣振興協会の協力を受け、フィッシングイベ

ントを開催しています。このイベントの参加者アンケートによると、イベントの魅

力は「初心者でも楽しめる」といった点や「釣果もあり親子で楽しめる」というも

ので、イベントの満足度は86.1％と高くなっています。 

・レジャープールアクアシアンを利用してのフィッシングイベントでは、1,300 人

の定員が 1日で埋まりキャンセル待ちが出るなど、毎年非常に高い参加率となっ

ています。このようなことから、芦屋港周辺は特にファミリー層の釣りニーズが

高く、釣り場としてのポテンシャルが高いエリアといえます。 

※釣果：釣れた魚の量 

 

 

 

  

フィッシングイベントの様子 
（芦屋町商工会青年部） 

←フィッシングイベントのチラシ 
（芦屋町商工会青年部） 

平成 30 年に実施のフィッシングイベントの参加者に聞いた、 
ファミリーフィッシングの魅力（芦屋町商工会青年部提供）（n=36） 


