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は し が き

この計画は、森林法第７条の２の規定に基づき、全国森林計画に即して、網走東部森

林計画区に係る国有林について、公益的機能別施業森林の区域及び施業方法、並びにそ

の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的事項等を定めるもので

す。
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Ⅰ 計 画 の 大 綱

１ 森林計画区の概況

(1) 位 置

北海道の北東部に位置し、オホーツク総合振興局管内の東部に位置している。西

は上川南部森林計画区に、南西は十勝森林計画区に、南は釧路根室森林計画区に、

北西は網走西部森林計画区に接しており、北はオホーツク海に面している。

(2) 自然的背景

ア 地 勢

山地は、西端の東大雪山系から東に、北見山地、千島火山脈と続く綾線部から

オホーツク海へと緩やかに連なる丘陵地と、これらに挟まれる小盆地からなって

いる。

河川は、網走川、常呂川、斜里川をはじめとする多数の河川が流れ、丘陵地を

下り、農地、都市部を潤しながらオホーツク海に注いでいる。また、海岸部はサ

ロマ湖から知床半島にかけ弓状に海岸線が続き、網走湖、能取湖などの湖沼群が

点在している。

イ 地質及び土壌

地質は、主要山帯は安山岩、玄武岩類で構成され、堆積岩類は、中古生代の輝

緑凝灰岩、粘板岩等が北見、佐呂間地区に、新第三紀の砂岩、頁岩等が留辺蘂、

置戸、網走、斜里地区の一部に分布する。摩周、跡佐登、雌阿寒の噴出に伴うも

のと推定されている第四紀以降の火山放出物が清里、小清水、美幌、網走地区等

本計画区の広い範囲を覆っており、緩傾斜地が多い。

土壌は、海岸段丘部に重粘土、平地河川沿いに泥炭土壌、内陸山地では主とし

て褐色森林土壌からなり火山灰を母材とするものが広く分布している。

ウ 気 候

気候は、海岸部は海洋性気候で比較的温和であるが、時に海霧による冷夏とな

り、冬季は流氷に覆われる。また、内陸部は、大陸性気候で寒暖の差が著しく、

山間部においては冬季の積雪量も多くなっている。

(3) 社会経済的背景

ア 市町村の構成

２市９町から構成され、国有林は２市８町に所在している。

イ 人 口

約２４０千人（平成２２年国勢調査）で、全道の約４．４％となっている。

ウ 産 業

農業は、全道一のたまねぎ生産を初め、麦、てん菜、馬鈴しょなどの畑作と酪

農を主体とする生産性の高い農業が展開されている。

漁業は、オホーツク海沿岸を漁場とするホタテ貝桁網漁、さけ定置網漁、沖合
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い底引き網漁が盛んである。

観光は、知床、阿寒の２つの国立公園、網走国定公園のほか、斜里岳道立自然

公園があり、森と湖と海が調和した景観を有する地域で、毎年、多くの観光客が

訪れている。また、平成１７年７月に登録された知床半島地域の世界自然遺産は、

１０年を経過し、今後も適正利用が検討される中での活用が期待されている。

(4) 森林・林業・木材産業の概況

ア 森林・林業

森林面積は、総土地面積の約６６％の３９０千haで、全道森林面積の約７％を

占め、このうち林野庁所管の国有林が２４０千haとなっている。

森林蓄積は、全道の１０％を占める７４，１５５千㎥であり、このうち国有林

は４２，３６６千㎥となっている。国有林のha当たり蓄積は１７６㎥で、全道平

均１３９㎥を上回っている。

人工林率は３９％であり、国有林は３０％と全道平均２７％を上回っている。

イ 木材産業

平成２５年度の製材の原木消費量は、全道の約１７％を占める３１２千㎥で、

このうち針葉樹が約９７％、広葉樹が約３％となっている。また、製材出荷量は、

全道の約１７％を占める１５２千㎥で、用途別では梱包材が約４２％となってい

る。

チップの原料消費量は全道の約１３％を占める２２９千㎥で、このうち針葉樹

が約６１％、広葉樹が約３９％を占めている。

ウ 林業事業体等の現況

平成２６年度末現在の林業事業体は、森林組合を除き、造林業では２４業者、

素材生産業では３０業者となっている。森林組合は、５組合が組織されており、

組合員数は５，４７０人（平成２５年度末）となっている。

２ 前計画の実行結果の概要及びその評価

伐採立木材積については、おおむね計画どおり実行された。

人工造林面積については、京都議定書における第一約束期間中の吸収源対策を推進さ

せるため計画前半に間伐を集中させ、計画最終年に主伐の割合が多くなった結果減と

なった。天然更新面積については、択伐等の天然林伐採が踏査等の結果、伐採を見合

わせた箇所が多く更新量が減少したものである。

間伐面積については、計画どおり実行された。

林道の開設又は拡張の数量については、利用区域内の事業実行の時期等を踏まえ、

優先度の高いものから実行した結果減となった。

保安林の整備については、おおむね計画どおり実行された。

治山事業は、各箇所の緊急性を勘案のうえ推進した結果である。
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(1) 伐採立木材積

単位 材積：千㎥

伐採立木材積

区 分 計画 実行 実行歩合

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 総 数

総 数 330 994 1,323 175 1,041 1,216 92%

針葉樹 234 868 1,102 149 904 1,053 96%

広葉樹 96 125 221 26 137 163 74%

注１）総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。
注２）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。

(2) 人工造林・天然更新別面積

単位 面積：ha

総 数 人工造林 天然更新

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

1,439 505 35% 557 232 42% 882 273 31%

注）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。

(3) 間伐面積

単位 面積：ha

計 画 実 行 実行歩合

13,197 13,336 101%

注）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。

(4) 林道の開設又は拡張の数量

単位 距離：km

開 設 延 長 拡 張 箇 所 数
区 分

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

総 数 264 40 15% 60 12 20%
箇所 箇所

注）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。
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(5) 保安林の整備

単位 面積：ha

指 定 解 除
種 類

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

総 数 - - - 8 9 112%

水 源 か ん 養 - - - 1 1 100%

土 砂 流 出 防 備 - - - - - -

保 健 - - - 7 8 114%

注）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。

(6) 治山事業

主な工種 計画 実行 実行歩合

渓 間 工（箇所） 39 16 41%

山 腹 工（箇所） 13 10 77%

植 栽 工（ha） 141 40 28%

本数調整伐（ha） 178 524 294%

注）計画及び実行の数値は、前計画の前期分（H23～27年度）である。

３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林の有する公益的機能の発揮に対する国民の期待は引き続き強いものであるとと

もに、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止のみならず、生物多様性の保全な

どますます多様で重層的なものとなってきている。

北海道の森林は、これらの役割を果たすことはもとより、北海道の美しく雄大な景

観の形成、豊かな野生生物の生育・生息環境の確保の上で大きな役割を果たしている。

とりわけ、北海道の土地総面積の約３９％、森林面積の約５５％を占める国有林の

果たすべき役割が大きなものとなっている。

特に生物多様性保全については、森林の整備にあたり、渓畔周辺の保全等による森

林生態系のネットワークの形成や、樹種や林齢等の異なるさまざまなタイプの森林が

分散的に配置されるよう努めるなど、森林の状態や変化に応じ、多種多様な生物相を

安定的、長期的に支える視点に配慮することとする。

このような森林の有する公益的機能をより一層発揮させるとともに、さらには、民

有林と国有林が連携し、周辺民有林も含めた面的な機能発揮や、森林・林業の再生に

向けた国有林野の資源、フィールド、人材等の積極的な活用を図っていくこととする。

特に、本森林計画区では、以下のような森林づくり等について取り組んでいくもの

とする。

① 地域の水源として、また、基幹産業である農業や水産業の振興に資する観点で重

要な役割を担っている。特に、ホタテ等沿岸部での栽培漁業が盛んに行われている

ことから、河川の水質などを巡って森林の保全に対する要望が高まっている。この
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ため、河川流量を平準化し、渇水や洪水を緩和するとともに、土砂や濁水の流出を

防止するなど、森林の有する水源涵養機能及び山地災害防止機能の持続的発揮に向

けた森林の整備及び保全を推進する。

② 国の天然記念物に指定されているクマゲラ、「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律」で国内希少野生動植物種に指定されているクマタカ・オオ

タカ及びその両方に指定されているシマフクロウ等の生息環境に配慮した森林施業

を推進し、生息環境の保全を図る。

③ 知床の自然環境を人類共有の資産として、より良い形で後世に引き継いでいくた

め、遺産地域の陸域の９割以上を占める「知床森林生態系保護地域」において、原

生的な森林生態系の適切な保護管理及び保護の必要性の普及啓発を一層推進するほ

か、知床の原生的な自然の価値を将来にわたって損なうことのないよう関係機関と

連携・協力し、管理を推進する。

④ 網走東部流域では、平成２５年１２月に道有林・国有林が連携して森林認証を取

得し同流域で合計約３０万haの認証森林エリアが形成された。今後、地域の森林・

林業・林産業関係者との連携を図りつつ、当流域のスケールメリットを生かした森

林の整備、地域産材の需要の拡大等の取組みを推進する。

⑤ 道内において大型バイオマス発電施設の稼働に向けた動きが進んでいることや二

酸化炭素排出量の削減の観点から、林地未利用材等の木質バイオマスの有効利用を

促進する。

⑥ 森林吸収源対策を推進するとともに、森林の健全性を確保する観点から、若・壮

齢級の人工林における間伐並びに増加する高齢級の人工林における複層林施業等を

積極的に推進する。

⑦ 計画を効率的に実施し、地域の森林の一体的かつ総合的な整備及び保全を推進す

るため、民有林・国有林間で密接な連絡調整を図るとともに、森林整備協定の締結、

森林共同施業団地の設定及び公益的機能維持増進協定等の取組を推進する。
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Ⅱ 計 画 事 項

第１ 計画の対象とする森林の区域

市町村別面積 単位 面積：ha

区 分 面 積 備 考

総 数 ２４０，３０３．２８

網 走 市 ５，２６１．２４

市 北 見 市 ５９，２９９．３８

大 空 町 ３，０７６．０６

町 美 幌 町 ９，９３１．８６

津 別 町 ２７，６６６．０６

別 斜 里 町 ４９，７９９．８２

清 里 町 ２７，４８２．３５

内 小 清 水 町 １１，１４３．８０

訓 子 府 町 ―

訳 置 戸 町 ３１，５８１．９１

佐 呂 間 町 １５，０６０．８０

注１） 計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の林野庁所管の国有林及び

公有林野等官行造林地とする。

２） 森林計画図は、北海道森林管理局計画課、網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署に備え置く。

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

(1) 森林の整備及び保全の目標

森林の有する各機能を高度に発揮させる上で望ましい森林の姿は、次のとおりで

ある。

ア 水源涵養機能

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸

透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進す

る施設等が整備されている森林。

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生と

ともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必

要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。
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ウ 快適環境形成機能

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、

諸被害に対する抵抗性が高い森林。

エ 保健・レクリエーション機能

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等から

なり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・

教育活動に適した施設が整備されている森林。

オ 文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している

森林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林。

カ 生物多様性保全機能

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたが

り特有の生物が生育・生息する渓畔林。

キ 木材等生産機能

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構

成され成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適切に整備されている森

林。

(2) 森林の整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を高度に発揮させる

ため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖

化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、重視すべき

機能に応じた適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維

持造成を推進する。また、これらを踏まえ森林の状況を的確に把握するための森林

資源のモニタリングの適切な実施や森林GISの効果的な活用を図ることとする。

具体的には、森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する各機能の充実と機能

間の調整を図り、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林の構

成、森林の有する機能、林道の整備状況、社会的要請等を総合的に勘案のうえ、育成単層

林における保育・間伐の積極的な推進、針広混交林化、広葉樹林化を含め、人為と

天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の計画的な整備、天然生林の

的確な管理・保全等に加え、山地災害等の防止対策や病害虫及び野生鳥獣等による

森林被害の防止対策の推進等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整

備及び保全を図ることとする。

なお、森林の管理経営に欠くことのできない施設である林道等の整備に当たって

は、周囲の環境との調和を図ることに加え、コストの縮減に努め、森林資源の整備

の目標及び公道、民有林林道等の配置状況等を考慮し、農山村地域の振興にも資す

る整備に努めるとともに、既設の林道等については、利用状況、今後の森林施業の

展開等を考慮しながら、改良及び適切な維持管理を図ることとする。
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さらに、森林の水源涵養機能、山地災害防止機能等の諸機能の高度発揮を図るた

め、治山事業の計画的な実施に努めるとともに、保安林の適正な整備や保安林制度

の適切な運用を図ることとする。その中で、流域保全の観点から、関係機関が連携

した取組等を通じて、山地災害の減災に向けた事業の実施を図る。その際、環境と

の調和を図ることに加え、コストの縮減に努める。

なお、森林の整備及び保全の推進に当たっては、多種多様な生物の生育・生息地

として生物多様性の保全や国民のニーズ等に十分配慮するとともに、森林は、二酸

化炭素の吸収源・貯蔵庫として重要な役割を果たしていることから、間伐等の森林

整備の着実な実施や保安林等の適切な管理・保全等により、吸収源・貯蔵庫として

の機能を十分に発揮できるよう努めるものとする。

森林の有する各機能を踏まえ、それぞれの機能の維持増進を図るための森林の整備及

び保全の基本方針は次のとおりとする。

ア 水源涵養機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源

として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維

持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促

進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に

伴って発生する裸地については縮小並びに分散を図ることとする。また、立地条

件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、

保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

山地災害の発生により、人命・人家等施設への被害のおそれがある森林であっ

て、土砂の流出、土砂の崩壊の防備、その他山地災害の防備のための森林は、山

地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進

することとする。

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮

した上で、林床の裸地化の縮小並びに回避を図る施業を推進することとする。ま

た、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することと

する。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出

防備等の機能が十全に発揮されるよう保安林の指定やその適切な管理を推進する

とともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土

留等の施設の設置を推進することを基本とする。

ウ 快適環境形成機能

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を

緩和する森林、森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災

害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として
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整備及び保全を推進することとする。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や

大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進す

る施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重

要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとする。

エ 保健・レクリエーション機能

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ

場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林

は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推

進することとする。

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民のニー

ズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。

オ 文化機能

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成

する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維

持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。

また、風致の保存等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することと

する。

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与して

いる。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方

に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がり

においてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から

構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水

域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求

められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全

することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を

推進することとする。

キ 木材等生産機能

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機

能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、
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森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための

適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集

団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。

(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha

区 分 現 況 計画期末

育成単層林 ７１，４２９ ７０，１９８

面積 育成複層林 ２９，２６９ ３０，５０２

天然生林 １１８，５８３ １１８，５８１

森林蓄積（㎥/ha） ２１６ ２３２

注）育成単層林：森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為に

より成立させ維持される森林。

育成複層林：森林を構成する林木を択伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為

により成立させ維持される森林。

天 然 生 林：主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。

２ その他必要な事項

ア 水源涵養機能の持続的発揮に向けた森林整備

河川の上流域に位置する国有林は、地域の水源として、また、基幹産業である

農業の振興等に資する観点で、特に水源涵養機能の発揮への期待が高い。

このため、将来の森林の姿を見据えた面的な広がりで森林を取り扱うことに留

意して、①将来とも育成単層林として維持していく林分については、資源の循環

利用も考慮した帯状伐採等の施業、②将来、育成複層林に誘導していく林分につ

いては、複層林、針広混交林等の誘導に向けた下層の光環境の確保、下層植生等

の導入・育成に配慮した施業等を行っていくものとし、流域全体で水源涵養機能

が持続的に発揮されることを目指すものとする。

特に、それぞれの施業目的に応じた間伐を重点的に行い、地球温暖化防止にも

貢献していくとともに、路網を基幹として施業の集約化等を推進し、森林資源の

有効利用を進めていくものとする。また、地域との連携・協働による水源林整備

も積極的に進める。

なお、取水施設の上流等の特定水源に近接する箇所については、特に留意し、

水源に影響を及ぼすおそれがある場合は施業を見合わせるとともに、渓流沿いに

ついては、渓流への土砂の流出・崩壊を抑えるため、おおむね５０ｍ以上の保護

樹帯を設置する。

イ クマゲラ、クマタカ・オオタカ及びシマフクロウ等生息森林の取扱い

(ｱ) クマゲラ

北海道においては、その全域にわたり天然記念物に指定されているクマゲラ

が生息しているが、こうした大型のキツツキ類は、営巣や採餌のために樹木に
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開けた穴を多くの樹洞性動物が利用するなど、生態系の要石の位置にある（キー

ストーン種）であるとされていることから、営巣木保護区域等を設定するなど、

その生息環境の保全に努める。

(ｲ) クマタカ・オオタカ

猛禽類の多くは、陸上生態系において食物連鎖の頂点に位置する肉食動物と

して注目されているが、このうちクマタカは我が国の森林生態系を代表する猛

禽類であるが、将来における種の存続が危惧される状況になっていること、ま

た、オオタカは比較的低山帯、平地林にも多く生息し、森林施業と密接に関わ

っていることから、営巣木保護区域を設定するなど、その生息環境の保全に努

める。

(ｳ) シマフクロウ

フクロウ科シマフクロウ属に分類される鳥類で、巨木の樹洞に営巣する。夜、

魚やザリガニ、小型の哺乳類などを捕らえる。数が少なくなっているため、保

護林を設定して、繁殖活動の保護及び生息に適する森林の保全に努める。

(ｴ) その他

このほかの希少野生生物（「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存に関す

る法律」に基づき定められている国内希少野生動植物種や環境省や北海道のレ

ッドデータブックに掲載されている種など）についても、その生息・生育の把

握に努め、確認された場合や情報がある場合には、学識経験者から助言を得る

など、その保護に配慮した施業に努めるものとする。

ウ 人工林資源の整備と活用

人工林率が高い本森林計画区においては、充実しつつある人工林資源の有効活

用を促進し、地球環境への配慮と持続可能な資源の利用を図るため、間伐等森林

整備の着実な実施や公共土木工事等における木材利用の積極的な推進を図るとと

もに、木材の安定的な供給を通じて地域の林業・木材産業の発展に資するものと

する。また、民有林及び関係機関等と連携を図り、カラマツ材等の住宅分野や農

業施設分野等での新たな利用拡大に向けた取り組みを推進することとする。

エ 遺産地域の保全管理

世界遺産地域の陸域の９割以上を占めている国有林においては、国有林独自の

保護制度である森林生態系保護地域の設定や森林法による保安林に指定してお

り、これらの制度に基づいた適切な保護管理を引き続き行っていくこととする。

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項

森林施業を実施するに当たっては、第２の１「森林の整備及び保全の目標その他

森林の整備及び保全に関する基本的な事項」によるほか、次に掲げる基準によるも

のとする。

なお、保安林及び保安施設地区内の森林並びに法令により立木の伐採につき制限



- 地域別12 -

がある森林（森林法施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第１０条に規定する

森林をいう。）については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の

目的の達成に必要な施業を行うこととする。

また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施に当たっては、野生生物

の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木、目的樹種以外の樹種であって

も目的樹種の成長を妨げないものについては、保残に努めることとする。

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採により行うものとする。

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配

慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少な

くとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとする。

また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定する

こととする。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、

その方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による

場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。

なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要があ

る森林における伐採の方法については、択伐等適確な更新に配慮したものとする。

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致

の維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要

がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。

ア 皆伐

皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとし、皆伐に当たっては、気候、地形、土

壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形

状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適

確な更新を図ることとする。

イ 択伐

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採す

る方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね

均等な割合で行うものとする。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分

構造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によること

とする。
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(2) 立木の標準伐期齢

主要な樹種の標準伐期齢は、流域の標準的な立地条件にある森林における平均成

長量が最大となる年齢を基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及

び森林の構成を勘案して、次のとおり定める｡

なお、標準伐期齢は、流域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標とし

て定めるものであり、保安林等の伐採規制等に用いられるものである。

人天別 樹 種 標準伐期齢

人 エゾマツ、アカエゾマツ ６０

トドマツ ５０

工
カラマツ、グイマツ ３０

その他針葉樹 ４０

カンバ・ドロノキ・ハンノキ(天然林を含む) ３０

林 その他広葉樹 ４０

天 主として天然下種によって生立する針葉樹 ６０

然 〃 広葉樹 ８０

林 主として萌芽によって生立する広葉樹 ２５

(3) その他必要な事項

ア 水源涵養機能等の高度発揮と資源の循環利用を進める観点から、育成複層林へ

導くための施業を積極的に推進することとし、人工林における針葉樹と広葉樹が

混交した保護樹帯の整備やモザイク状の森林への誘導のために行う抜き伐り及び

小面積区域伐採、高齢級の常時複層林へ誘導するための上層木の抜き伐りを実施

する。

イ 伐採箇所の選定に当たっては、当該森林の林分状況、自然保護に対する要請、

地域の産業及び地域住民の生活への影響等に配慮し行うものとする。

ウ 伐採、素材の集積場等に当たっては、枝条、素材等が流出し、下流の人家・公

共施設、農地等に被害を及ぼすことのないよう木材の流出防止等必要な措置を講

ずるとともに、土砂の流出が生じないよう十分配慮する。

エ クマゲラ、クマタカ・オオタカ及びシマフクロウ等生息森林の取扱い

(ｱ) クマゲラ

営巣木が確認された場合は、営巣木を中心に、おおむね半径５０ｍ以内を「営

巣木保護区域」、おおむね半径５００ｍ以内を「緩衝区域」として設定する。

営巣木保護区域においては、営巣木の伐採は行わない、営巣木周辺では弱度

の択伐、間伐以外の伐採は行わないとともに、産卵・抱卵・育雛期間（４～６

月頃）は立ち入りを控え、騒音の発生を防止する。

緩衝区域においては、伐採は択伐及び間伐を原則とし、機能区分に基づき皆

伐が必要な場合は面積５ha以下として、更新後の平均樹高が１０ｍに達するま
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では隣接した伐採区域は設定しない。

（具体的な取扱いは、「クマゲラ生息森林の取扱い方針の制定について」（平

成１８年６月２９日付け１８北計第２７号）による。）

(ｲ）クマタカ・オオタカ

営巣木が確認された場合は、クマタカについては営巣木から半径５００ｍ程

度、オオタカについては半径２５０ｍ程度の「営巣中心域」を設定する。また、

クマタカ・オオタカともに、営巣木から半径２ｋｍ程度の「高利用域」を設定

する。

営巣木から半径５０ｍ程度は、原則として伐採は行わない。

営巣中心域では、営巣の確認のため以外は入林せず、間伐等の実施は非営巣

期（クマタカ：９～１月、オオタカ：８～２月）に行い、皆伐が必要な場合は

１ha以下として、更新後の平均樹高が１０ｍに達するまでは隣接した伐採区域

は設定しない。

採餌場の確保に配慮するため、高利用域内の人工林において皆伐を行う場合

には、面積を５ha以下にするとともに、分散配置に努める。

（具体的な取扱いは、「クマタカ・オオタカ生息森林の取扱い方針の制定に

ついて」（平成１９年３月２８日付け１８北計第１４７号）による）

(ｳ) シマフクロウ

繁殖活動が旺盛なつがいが確実に営巣している区域及びその周辺区域を保護

林として設定する。また、保護林の区域のうち、営巣木と繁殖期の主要な採餌

場所を含む周辺一帯の区域を営巣木保護区域に設定する。

保護林においては、営巣木及び大径樹洞木（営巣候補木）の保残に努めると

ともに、繁殖期間（１～６月）内は、原則として施業を実施しない。

また、繁殖期間以外の期間に行う施業においては、人工林について、シマフ

クロウの生息環境の保全に資するため、間伐を適切に実施し林分の健全化に努

めるとともに、必要に応じ移動空間確保のための密度調整を行う。天然林につ

いて、営巣木保護区域内において、風害等による被害木の伐採等の森林の維持

管理のために行う伐採を除き、原則伐採は行わない。

なお、施業の実施に当たっては、シマフクロウの餌となる魚類、両生類等の

生息環境に影響を及ぼさないよう努める。

（具体的な取扱いは、「シマフクロウ生息地保護林等の森林施業について」

（平成１８年２月１３日付け１７北計第１０６号）による。）

また、このほかの希少野生生物についても、その生育・生息の把握に努め、確認

された場合や情報がある場合には、学識経験者から助言を得るなど、その保護に配

慮した施業に努めるものとする。

２ 造林に関する事項

造林については、裸地状態を早期に解消して公益的機能の維持を図るため、更新

すべき期間内に造林を行うものとし、その方法については、気候、地形、土壌等の



- 地域別15 -

自然的条件に応じて、人工造林又は天然更新によるものとする。特に、伐採後に適

確な更新が図られていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方

法により早急な更新を図ることとする。

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における造林の方法は、人工

造林によることとする。

(1) 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や多面的機能

の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林において行う。

ア 人工造林の対象樹種

適地適木を基本として、気象、地形、土壌等の自然条件、既往の成林状況及び

地域における造林樹種の需給動向等を勘案し選定するものとする。

また、育成複層林へ導くための施業を導入する林分については、自然的条件等

に加え、上木の生育状況も勘案して樹種を選定する。

イ 人工造林の標準的な方法

(ｱ) 人工造林の植栽本数

主要な樹種の植栽本数は、既往の施業体系及び植栽本数を勘案して次表を基

準とするが、造林対象地の天然稚幼樹の発生状況及び有用天然木の配置状況等

を勘案して決定する｡

樹 種 基準本数(本／ha)

トドマツ ３，０００

アカエゾマツ、エゾマツ ３，０００

カラマツ、グイマツ ２，５００

広葉樹 ４，０００

クロマツ（海岸林） １０，０００

その他針葉樹 ３，０００

注）複層林施業における植栽本数は、上層木の配置状況により、有用天然木を含め概ね1,500

～2,000本／haを目安とする。

(ｲ) その他人工造林の標準的な方法

人工造林は、気象その他の立地条件及び既往の造林地の成績等を勘案するも

のとする。また、天然力の活用にも配慮しつつ、現地の実態に即して、早期か

つ確実な成林が期待できるよう行う｡

地拵の方法は、植栽樹種、植栽方法、下層植生、保残した有用天然木の配置

状況に応じ、現地に適合した方法を採用するものとする。

植栽時期は、春又は秋とするが、極力乾燥期は避けるなど現地の状況を考慮

して行う。また、健全な苗木の使用、植付方法により、活着率の向上と十分な

成長が図られるよう行う。

なお、人工下種は、自然的条件等天然更新が期待できない箇所で、人工下種
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により広葉樹資源の造成が可能な場合に行う。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地については、林地の荒廃を防止し、裸地状態を早急に解消するため、

人工造林によるものについては、原則として２年以内に更新を図る。

(2) 天然更新に関する事項

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみ

て、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行う。

ア 天然更新の対象樹種

適地適木を基本とし、自然的条件、森林を構成する樹種及び下層植生の状況等

からみて、植込み、地表処理等の更新補助作業を行うことにより確実な更新が期

待できる樹種とする。

なお、対象地内の有用天然木は積極的に育成する。

イ 天然更新の標準的な方法

天然更新の方法の選択に当たっては、後継樹の本数及び配置状況等現地の実態

に即して行うが、確実な更新が図られるようこれらを適宜組み合わせることも考

慮する。

ａ 刈出し

ササなどの下層植生により天然稚幼樹の生育が阻害されている箇所につい

て、更新を確保するため刈払い等を実施する。

ｂ 地表処理

ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所について、

大型機械によるかき起こし等を実施する。

なお、地表処理によるものについては、処理を実施した年の翌年から５年以

内に更新状況の確認を行い、更新が完了していないと判断される場合には、再

度地表処理を行う等により確実に更新を図る。

ｃ 植込み及びまき付け等

天然稚幼樹の生育状況や天然下種更新の可能性を考慮し、必要な場合は、植

え込み、まき付けを行う。

なお、広葉樹の更新が期待できる箇所は、ミズナラ等のまき付けを行う。

また、ぼう芽力の強い樹種によるぼう芽更新なども考慮する。

(3) その他必要な事項

防災的見地からの施業

林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等で地拵を行う場合は、刈払いの方向や

枝条等の置き場に十分留意するものとする。

３ 間伐及び保育に関する事項

(1) 間伐の標準的な方法

間伐については、林冠がうっ閉（隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が

林地を覆ったようになること）し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に

目的樹種の一部を伐採して行う伐採の方法により、伐採後、一定の期間内に林冠が
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うっ閉するよう、行うものとする。

実施に当たっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有す

る適正な林分構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。

特に、高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長力に留意することとす

る。

なお、森林の状況に応じて、高性能林業機械を活用するなど効率的な施業の実施

を図るものとする。

主要な樹種の間伐の時期、間伐方法、間伐率の目安は次のとおりとする。

間伐の時期（林齢） 間 伐
樹 種 間伐率

初 回 ２ 回 ３ 回 方 法

トドマツ ７齢級 ９齢級 １１齢級 初回、２回目は 35％を
（31～35年） （41～45年） （51～55年） 原則列状間伐と 上限と

し、３回目以降 する。
アカエゾマツ、エゾマツ ８齢級 １１齢級 １４齢級 は単木・列状の

（36～40年） （51～55年） （66～70年） いずれか（併用
も含む）を選択。

カラマツ、グイマツ ４齢級 ６齢級 ８齢級
（16～20年） （26～30年） （36～40年）

その他針葉樹 ６齢級 ８齢級 １０齢級
（26～30年） （36～40年） （46～50年）

広葉樹 ６齢級 ９齢級 －
（26～30年） （41～45年）

(2) 保育の標準的な方法

ア 保育の種類

下刈、つる切、除伐等とし、目的樹種と周辺植生相互の生育状況に応じ、林分

の健全性の維持と質的向上のために行う。

実行に当たっては、目的樹種の生育状況等現地の実態に即した効果的な時期、
回数、方法等を十分検討のうえ行う。

イ 主要な樹種の保育の時期等の目安は、次のとおりである。

保 育 作 業 の 年 次 別 計 画
作業種別 樹 種

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

カラマツ ○ ◎ ○ ○
下

トドマツ
刈 エゾマツ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

ア カ エ ゾ マ ツ

つ カラマツ ○ ○
る
切 トドマツ・

エゾマツ ○ ○除
ア カ エ ゾ マ ツ伐

注１）春植を基準としているので、秋植は植付年度の翌年を１年目と読み替える。
２）下刈の○は１回刈、◎は２回刈を示す。

トドマツ等の下刈で、８年目については必要な箇所に適用する。
３）つる切、除伐の←○－○→は標準年次と範囲を示している。
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ウ 保育の作業方法

ａ 下刈

下刈については、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹

種の健全な育成を図るために行うものとする。

下刈の終了時点の目安は、樹種、植生の種類により異なるが、大部分の植

栽木が植生高を脱し、又は同程度となり、生育に支障がなくなった時期とす

る。

ｂ つる切

つる性植物の繁茂の状況により、目的樹種の成長を阻害するおそれがある

場合、必要に応じて実施することとし、かん木の発生状況等を勘案し、除伐

が必要な箇所については、原則として除伐と併行させ効率的に行うこととす

る。

ｃ 除 伐

除伐については、下刈の終了後、林冠がうっ閉する前の森林において、目

的樹種の成長を阻害する樹木等を除去し、目的樹種の健全な成長を図るため、

森林の状況に応じて適時適切に行うこととする。

また、目的外樹種であっても、その生育状況や将来の利用価値を勘案し、

有用なものは、保残し育成することとする。

なお、つる性植物の繁茂状況を勘案し、極力つる切と併行させ効率的に実

施する。

ｄ 除伐Ⅱ類

目的樹種の本数密度が現に過密となっている林分、又は第１回目までの間

伐までに調整を行わないと過密となることが予想される林分を対象に、目的

樹種間の競争緩和を目的に実施する。

伐採木は、成長不良木、形質不良木等を対象とする。

(3) その他必要な事項

ア 森林の有する公益的機能を高度に発揮させつつ資源の有効活用を進める観点か

ら、人工林における高齢級間伐や利用面をも重視した間伐、人工林等における複

層状態の林分の上層木の間伐等を積極的に推進する。このため、できる限り簡易

で壊れにくい森林作業道等による路網整備を進めるとともに、ハーベスタ等高性

能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率作業システムによる間伐の普及を推

進する。

イ 森林吸収源対策を推進するとともに、森林の健全性を確保する観点から、人

工林における間伐等を推進する。
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ウ 林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等については、間伐及び保育の実施に

より下層植生の繁茂や樹根の生育を促し表土の安定を図るとともに、伐倒木等が

河川に流出しないよう配慮する。

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法

公益的機能別施業森林の区域及び施業方法については別表１のとおり定める。

ア 公益的機能別施業森林の区域

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構

成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の

観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地等につ

いてはこの限りではない。

② 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

(ｱ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能・土壌保全機能の高度発揮が求められている森林につい

て、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管

理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを

持たせて定めることとする。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義

を有する治山事業施行地等についてはこの限りではない。

(ｲ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林の区域

生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位

置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観

点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

(ｳ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健・レクリエーション機能又は文化機能の高度発揮が求められている森

林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経

営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもた

せて定めることとする。ただし、狭小な区域を単位として定めることに特別

な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りではな

い。
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イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、伐期の延長とともに伐採面積の縮小・

分散を図ることを基本とし、下層植生の維持（育成複層林にあっては、下層木

の適確な生育）を図りつつ、根系の発達を確保するとともに、立地条件に応じ

て長伐期施業、択伐による複層林施業、複層林施業（択伐によるものを除く）

を推進する。

② 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、それぞれの区域の機能に応じ、森林の構

成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐に

よる複層林施業、複層林施業（択伐によるものを除く）など、良好な自然環境

の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業を推進する。

(2) その他必要な事項

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与して

いることから、公益的機能別施業森林の区域の別を問わず、その土地固有の自然

条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良

く配置されていることを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林等について

は、その生態系の維持保存に特に配慮した適切な施業に努める。

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特

性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林

への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行

を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、

集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網

と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムに対応したもの

とし、林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとする。

また、林道等の開設に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専

用道を導入するなど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、森林施

業の優先順位に応じた整備を推進することとする。

さらに、森林共同施業団地においては民有林林道等との連結など、効率的な路網

の整備に配慮することとする。
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○基幹路網の現状
単位 延長：km

区 分 路 線 数 延 長

基幹路網 ５２３ １，８９４

うち林業専用道 １３ ３３

注）林業専用道は平成23年度から新たにできた区分であり、それ以降に開設されたものを計上する。

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な

考え方

高性能林業機械を含む機械作業システムの導入を促進するとともに、効率的な森

林施業に資するため、林道、林業専用道及び森林作業道が有機的に連結するよう下

表に示す路網密度を基準に路網を整備する。

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準
単位：ｍ/ha

区 分 作業システム 路網密度

基幹路網

緩傾斜地（ 0°～15°） 車両系作業システム １００以上 ３５以上

車両系作業システム ７５以上 ２５以上
中傾斜地（15°～30°）

架線系作業システム ２５以上 ２５以上

車両系作業システム ６０以上 １５以上
急傾斜地（30°～35°）

架線系作業システム １５以上 １５以上

急 峻 地（35°～ ） 架線系作業システム ５以上 ５以上

(3) 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

指定の基準

制限林以外の森林であって、地形、地質、土壌等の関係から判断して搬出方法を

特定しなければ土砂の流出又は崩壊等を引き起こすおそれがあり、森林の更新又は

土地の保全に支障が生ずる林分とする。

該当なし。

(4) その他必要な事項

ア 林道の開設に当たっては、林道規定に基づく規格構造を遵守するとともに、土

砂の流出を抑制するよう必要に応じて土留工等の施設を設置する。また、林道通

行に対する安全確保のために必要な標識等の交通安全施設の整備に努める。

イ 林道工事におけるクマゲラ、クマタカ・オオタカ及びシマフクロウ等生息森林

の取扱い

林道工事の実施に当たっては、１の(3)のエにおける森林施業と同様の取扱い

に努める。
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６ 森林施業の合理化に関する事項

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

林業事業体の育成を図るため、民有林及び関係機関との連携を図りつつ、事業の

安定的な発注、経営の安定強化のための指導、機械化の促進等の指導を図る。

これらを通じて、優れた林業労働者の養成及び確保に資するものとする。

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

森林整備や木材生産の効率化を図るため、チェーンソーとトラクタによる従来型

の作業システムに替わる高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率作業シス

テムを推進する｡

(3) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

流域森林・林業活性化協議会等への積極的な参加を通じ、産地銘柄の形成、道産

材の需要・販路の拡大等に資するよう関係者へのＰＲ及び働きかけに努める。

(4) その他必要な事項

路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムによる搬

出間伐の実施、コンテナ苗植栽など造林・保育の低コスト化、森林バイオマスの有

効活用、国有林の有するフィールド・技術力を活用したフォレスター等の人材育成

及び林業技術の開発・普及に率先して取り組むほか、地方公共団体等との間で森林

整備等に関する協定の締結や森林共同施業団地の設定、公益的機能維持増進協定に

よる民有林支援の取組を推進するなどにより、流域の森林・林業の再生に向けて国

有林の役割を継続的に果たしていくこととする。

第４ 森林の保全に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

ア 土地の形質の変更に当たっては、目的に応じて、その規模、態様等について、

実施地区及び周辺の状況、地形、地質等を十分勘案して定めることとする。

特に、森林作業道等を設置する際は、配置や密度に十分留意し、土砂の流出や

崩壊、水質汚濁の防止に努める。また、渓流沿いの森林作業道等の設置は、極力

避けるものとする。

イ 土砂の切取、盛土を行う場合、法面については風化、浸食が生じないよう法面

緑化工、土留工、排水工など必要に応じて施工することとする。

ウ その他、土地の形質の変更に当たっては、その態様に応じて土砂の流出、崩壊

などの防止に必要な施設を設けるなど、適切な保全上の措置を講ずることとする。
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(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位 面積：ha

森林の所在
面 積 留意すべき事項 備 考

市町村 区 域

総 数 198,196

水かん、土流、土崩、
北 見 市 58,484 飛砂、干害、魚つき、

その他

網 走 市 4,528
水かん、土流、土崩、
干害、その他

地形、地質、土壌
美 幌 町 7,295 等、気象の面から、 水かん、土流

※市町村別の 森林の施業及び土地

津 別 町
地区は、北海

17,591
の形質変更に当たっ 水かん、土流、干害

道森林管理局 て土砂の流出または
計画課に備え 崩壊、水害等の災害

斜 里 町 置く別冊のと 26,774 の発生をもたらし、 水かん、土流、土崩、
おりである。 または地域における 干害、その他

水源の確保、環境の

清 里 町 24,524
保全に支障を及ぼす 水かん、土流、土崩
ことのないように特
に林地保全に留意す

小 清 水 町 10,135 る。 水かん、飛砂

置 戸 町 31,201
水かん、土流、土崩、
干害、落石

佐 呂 間 町 14,694 水かん、土流、干害、
魚つき、その他

大 空 町 2,971 水かん、土流

注１） 備考欄の「水かん」は水源かん養保安林、「土流」は土砂流出防備保安林、「土崩」は土砂崩壊

防備保安林、「飛砂」は飛砂防備保安林、「干害」は干害防備保安林、「魚つき」は魚つき保安林、

「落石」は落石防止保安林、「その他」は砂防指定地である。

注２） 総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

(3) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出

方法

指定の基準

制限林以外の森林であって、地形、地質、土壌等の自然的条件から判断して搬出

方法を特定しなければ、土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の保

全に支障を及ぼす林分とする。

該当なし。

(4) その他必要な事項

防災的見地からの施業

林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等については、樹根による土壌緊縛力を

強化するため、育成複層林へ導くための施業等を推進することとする。

２ 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する事項

保安林については、Ⅱの第２の１に定める「森林の整備及び保全の目標その他森

林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、自然的条件、社会的要請及び保
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安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的

を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源涵養保安林、

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保

安林の配備を計画的に推進する。

(2) 保安施設地区に関する事項

保安施設地区については、Ⅱの第２の１に定める「森林の整備及び保全の目標そ

の他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、自然的条件、社会的要請

及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備等の目的を達成するた

め森林の造成事業又は森林の造成もしくは維持に必要な事業を行う必要がある森林

又は土地について、指定する。

(3) 治山事業に関する事項

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点からⅡの第２の１に定

める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」

に則し、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、緊急かつ計画的

な実施を必要とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安林の整備

並びに渓間工、山腹工等の治山施設の整備を計画的に推進する。

(4) その他必要な事項

ア 治山工事におけるクマゲラ、クマタカ・オオタカ及びシマフクロウ等生息森林

の取扱い

治山工事の実施に当たっては、第３の１の(3)の工における森林施業と同様の

取扱いに努める。

イ 遺産地域の河川工作物のうち、改良された治山ダムについては、「河川工作物

アドバイザー会議」での助言を得つつ、モニタリング等を実施し、適切な管理に

努めていくこととしている。

３ 森林の保護等に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努め

るとともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針

野生鳥獣等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努める

とともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

近年急増しているエゾシカ農林業被害に対しては、「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に基づき特に管理すべき鳥獣のための計画として北海

道が策定した「北海道エゾシカ管理計画」に基づく個体数調整に協力するとともに、

平成２０年２月の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律」の施行を受けて、市町村における被害防止対策実施のための被害防止
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対策協議会に参画する中、関係機関等と連携を図ることとする。また、生息状況、

被害動向等について情報収集を行うとともに、狩猟機会の拡大等の取組を推進し、

主体的・直接的に被害の軽減に努めることとする。

(3) 林野火災の予防の方針

山火事は、都市近郊林、自然公園等、利用者の多い地域に発生していることから、

森林巡視等による適切な森林管理を行う｡

森林の巡視に当たっては、国有林の中で、森林レクリエーションのための利用者

が特に多く、山火事等の森林被害が多発するおそれのある地域を重点として、現地

の実態に即し適切に実施する。また、春先の乾燥時期には巡視を強化するとともに、

保護標識等を設置して一般入林者に対する普及啓発を図る。

(4) その他必要な事項

レクリエーション等を目的とした森林の保健・文化・教育的利用をはじめとし

て、森林の有する多面的な機能の発揮に対する期待が高まっており、森林の適正な

保護と管理が重要となってきている。国有林の中で、利用者が多く見込まれる地域

にあっては、現地の実態に即し森林の巡視を適切に実施するとともに、森林の産物

の盗採等の森林法違反行為及び廃棄物等の不法投棄の未然防止並びに森林被害の早

期発見等に努める。

また、入り込みが集中し、植生が荒廃するおそれの高い地域では、植生保全のた

めの巡視や一般入林者に対するマナー啓発などの活動を実施する。植生荒廃が確認

された森林については、植生の復元や標識、ロープ、柵の設置等による立入防止対

策、裸地化防止措置等を行うものとする。

クマゲラ、クマタカ・オオタカが生息する森林については、林道や歩道からおお

むね５０ｍ以内の範囲に営巣木がある場合には、必要に応じて、営巣木の箇所の特

定に結びつかないよう林道入口等へ看板を設置し、入林の抑制等を行う。

なお、森林の保護及び管理に当たっては、市町村、森林組合等の関係機関及び地

域住民の一層の協力のもとに、効率的・合理的に推進する。特に、高山植物等の希

少種の保護については、これら優れた自然環境を有する森林を維持・保存するため、

入山禁止を含む必要な措置や移入種の排除のための取組について、ボランティア団

体等とも連携して積極的に進める。
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第５ 計画量等

１ 伐採立木材積

単位 材積：千㎥

総 数 主 伐 間 伐
区 分

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹

総 数 3,224 2,767 457 876 737 139 2,348 2,030 318

前半5ヵ年の
1,588 1,364 224 468 394 73 1,120 970 151

計画量

注）総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

２ 間伐面積
単位 面積：ha

区 分 間 伐 面 積

総 数 ３１，１７１

前半5ヵ年の
１５，１４７

計画量

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積：ha

区 分 人 工 造 林 天 然 更 新

総 数 １，９７６ ６５５

前半5ヵ年の
９８２ ２４９

計画量

４ 林道の開設及び拡張に関する計画

別表２に示すとおり。

５ 保安林整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保安林の種類 面 積 備 考
前半5ヵ年の計画面積

保安林総数（実面積） ２０７，０８９ ２０７，０８９

水源かん養のための保安林 １６３，７９５ １６３，７９５

災害防備のための保安林 ３７，０１８ ３７，０１８

保健、風致の保存等のため １７，８６３ １７，８６３
の保安林

※ 総数欄は、２種類以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源か

ん養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。
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② 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及

び面積等

該当なし。

③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

該当なし。

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当なし。

(3) 実施すべき治山事業の数量

別表３に示すとおり。

第６ その他必要な事項

１ 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

ア 制限林の所在及び面積

別表４に示すとおり。

イ 保安林の区域内の森林

保安林区域内の施業方法は、森林法の規定により各保安林ごとに定められた指

定施業要件の範囲内で行うものとし、一般的留意事項は次のとおりである。

(ｱ) 主伐の方法

ａ 主伐できる立木は、本森林計画区で定める標準伐期齢以上のものとする。

ｂ 伐採方法は、以下の３区分とする｡

(ａ) 伐採種を定めない（皆伐を含む自由な伐採方法がとれるもの）

(ｂ) 択伐（伐採区域内の立木を均等な割合で、単木的又は１０ｍ未満の幅の

帯状に選定し伐採するもの、あるいは樹群を単位とする伐採で、当該伐採

により生ずる無立木地の面積が０.０５haを超えないもの）

(ｃ) 禁伐（全ての立木の伐採を禁止するもの）

(ｲ) 伐採の限度

ａ 皆伐面積の限度は、森林法施行令の規定に基づき公表される面積の範囲内

とする｡

ｂ １箇所当たりの皆伐面積の限度は、当該保安林につき定められた指定施業

要件の範囲内とする。

ｃ 防風、防霧保安林については、標準伐期齢以上である部分を幅２０ｍ以上

にわたり帯状に残存させなければならない。

ｄ 択伐の限度は、当該伐採年度の初日における、その森林の立木材積に択伐

率を乗じて得られる材積を超えないものとする｡
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ｅ 択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の

択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度

の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする｡ ただ

し、その算出された数字が１０分の３を超えるときは１０分の３とする。（指

定施業要件において植栽を定める森林の伐採跡地につき、植栽によらなけれ

ば的確な更新が困難と認められる場合については１０分の４とする。）

(ｳ) 間伐の方法及び限度

伐採年度ごとに伐採することができる立木の材積は、原則として当該伐採年

度の初日におけるその森林の立木の材積の１０分の３.５を超えず、かつその

伐採によりその森林に係る樹冠疎密度が１０分の８を下回ったとしても、当該

伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね５年後において、その森林の当

該樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが確実であると認められる範囲

内の材積を超えないものとする。

(ｴ) 植栽の方法、期間及び樹種

ａ 伐採跡地への植栽は、満１年生以上の苗を、おおむね１ha当たり伐採跡地

につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽

本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。

ｂ 植栽は、伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して２年以内に行う

ものとする｡

ｃ 植栽する樹種は、保安機能の維持又は強化を図り、かつ経済的利用に資す

ることができる樹種として指定施業要件で指定された樹種を植栽するものと

する。
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ウ 自然公園特別地域内における森林

自然公園特別地域内における森林の施業方法の決定は、次の特別地域における

制限により行う。

区 分 制 限 内 容

特別保護 特別保護地区内の森林は、禁伐とする。
地 区

(1) 第一種特別地域内の森林は、禁伐とする。
ただし、風致維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行う

第 一 種 ことができる。
(2) 単木択伐法は、次の規定により行う。

特別地域 ア 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢に１０年以上を加えて
決定する｡

イ 択伐率は現存蓄積の１０％以内とする。

(1) 第二種特別地域内の森林の施業は、択伐法による。
ただし、風致維持に支障のない限り皆伐法によることができ

る。
(2) 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施

設の周辺（造林地、要改良林分、薪炭林を除く）は、原則とし
て単木択伐法によるものとする。

(3) 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上とする。
(4) 択伐率は、用材林において現存蓄積の３０％以内とする。
(5) 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、自然

第 二 種 環境局長（国定公園、道立自然公園にあっては知事）は、伐区、
樹種、林型の変更を要望することができる。

(6) 特に指定した風致樹については、保育及び保護に努めること
特別地域 とする。

(7) 皆伐法による場合、その伐区は次のとおりとする。
ア 一伐区の面積は２ha以内とする。

ただし、樹冠疎密度３より多く保残木を残す場合又は車道、
歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望
見されない場合は、伐区面積を増大することができる。

イ 伐区は、更新後５年以上を経過しなければ連続して設定す
ることはできない。

この場合においても、伐区は努めて分散させなければなら
ない。

第 三 種 第三種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施
特別地域 業を実施し、特に施業の制限を受けないものとする。

エ 史跡名勝天然記念物内における森林

史跡名勝天然記念物内における森林の施業方法の決定は、文化財保護法等の法

令によるが、一般的な取扱いは次による。

区 分 制 限 内 容

史 跡 名 勝 原則として禁伐とする。ただし、属地的に保存の要件として

天然記念物 被害木の除去、病虫害防除等の施業を行えるものとする。
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オ 鳥獣保護区内における森林

鳥獣保護区内における森林の施業方法の決定は「鳥獣保護区内の森林施業につ

いて（昭和39年1月17日付け39林野第1043号）」によるが、一般的な取扱いは次

による。

区 分 制 限 内 容

(1) 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に

支障があると認められるものについては伐採種は択伐。

(2) 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に

鳥獣保護区 特に著しい支障があるものについては禁伐。

特 別 (3) その他の森林にあっては伐採種を定めない。

保 護 地 区 (4) 地域別の森林計画の初年度以降５年間において皆伐できる

面積の限度は、当該特別保護地区内の皆伐区域面積を標準伐

期齢に相当する数で除して得た面積の５倍とする。

(5) 保護施設を設けた樹木及び鳥獣の保護繁殖上必要があると

認められる特定の樹種は禁伐とする。

カ その他の制限林

伐採の方法及び限度は、法令等の制限の範囲内とする。

キ その他

制限林が重複した場合の施業方法は、制限の強い方とする。

２ その他必要な事項

ア 民有林と国有林が一体となった森林づくり

民有林と国有林が一体となった森林づくりを進めるため、北海道と連携して、

循環利用の推進による地域産業の活性化や雇用の創出、森林整備・保全の推進に

よる公益的機能の持続的な発揮に向けた取組を実施する。

イ 森林環境教育の推進

森林の整備及び保全に当たっては、森林の持つ多面的機能の効用を享受してい

る地域住民の理解が不可欠である。

このため、多様な野外活動や教育の場としてフィールドを提供し、木とふれあ

い、木に学び、木と生きるを基本とする「木育」など、森林環境教育の推進を図

る。

ウ 開かれた国有林野事業の展開

森林の多面的な利用・活用のために、市民参加やボランティアの活動を支え、

それに必要な情報は適切に発信することにより、広く開かれた国有林野事業を目

指す。
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エ 遺産地域の貴重な森林生態系や、その保護の必要性について、積極的な普及啓

発を行う。また、自然観察教育林の巡視、施設、標識類の管理・整備、森林や動

植物に関する調査などにより、森林の有する多面的機能の普及啓発を行う。

オ 水生生物の生息・生育環境の保全のために、森林施業や土木工事等を実施する

場合は、濁水の河川への流出防止に十分配慮する。





別表１　公益的機能別施業森林の区域及び施業方法

　 単位　面積：ha

　 単位　面積：ha

置 戸 町

総　　数 240,303.28

１　水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区　　分 森林の区域 面　　積 施業方法

津 別 町 27,666.06

斜 里 町 49,799.82
※森林の区域（林小班）
は、北海道森林管理局計画
課に備え置く別冊のとおり
である。

59,299.38 【伐期の延長】

網 走 市 5,261.24 【長伐期施業】

美 幌 町 9,931.86

清 里 町

小 清 水 町

置 戸 町

佐 呂 間 町

２　土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は
　保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

　①土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施
　　業を推進すべき森林

市
町
村
別
内
訳

北 見 市

大 空 町 3,076.06

区　　分 森林の区域 面　　積 施業方法

【複層林施業（択伐）】

【複層林施業（択伐以外）】

27,482.35

11,143.80

31,581.91

15,060.80

総　　数 35,352.77

市
町
村
別
内
訳

北 見 市

※森林の区域（林小班）
は、北海道森林管理局計画
課に備え置く別冊のとおり
である。

14,582.85 【伐期の延長】

網 走 市

佐 呂 間 町

大 空 町 　　　　　　－

1,197.63

2,515.56 【複層林施業（択伐）】

美 幌 町 　　　　　　－ 【複層林施業（択伐以外）】

津 別 町 651.47

斜 里 町

清 里 町

小 清 水 町

6,518.38

9,276.32

420.06

190.50
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　 単位　面積：ha

　 単位　面積：ha

津 別 町

斜 里 町

清 里 町

小 清 水 町

総　　数 49,395.71

　③保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区　　分 森林の区域 面　　積 施業方法

市
町
村
別
内
訳

北 見 市

美 幌 町 【複層林施業（択伐以外）】

総　　数 1,758.72

　②快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区　　分 森林の区域 面　　積 施業方法

市
町
村
別
内
訳

北 見 市

置 戸 町 　　　　　　－

佐 呂 間 町 　　　　　　－

※森林の区域（林小班）
は、北海道森林管理局計画
課に備え置く別冊のとおり
である。

237.30 【伐期の延長】

網 走 市 125.91 【複層林施業（択伐）】

小 清 水 町 420.06

大 空 町 　　　　　　－

津 別 町

斜 里 町

清 里 町

※森林の区域（林小班）
は、北海道森林管理局計画
課に備え置く別冊のとおり
である。

2,229.91 【伐期の延長】

網 走 市 1,541.00 【複層林施業（択伐）】

美 幌 町 1,368.05

大 空 町 627.66

【複層林施業（択伐以外）】

置 戸 町 1,510.36

佐 呂 間 町 940.77

34,476.61

3,091.90

1,450.96

　　　　　　－

　　　　　　－

725.97

249.48

2,158.49
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　別表２　林道の開設及び拡張に関する計画

　ア　開設すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位　延長：km、面積：ha

小計 6 路線

小計 1 路線

佐呂間町

小計 2 路線

真鯉

オペケプ支線

オニセップ

志乃支線小清水町

小計 1 路線

ワツウンベケレ 2.8 241 ○ 2-7

瑞穂 3.5 232 ○ 2-9

ワツウンベケレ 3.0 241 2-26

美里 3.0 409 ○ 2-11

松田の沢支線 4.8 157 2-27

149 ○ 2-10

152

カクレ沢 3.9

塩別 3.4 228 3-20

花園支線 2.6 155 2-22

166 ○ 3-1

27.5 2,882

816

2.0 374 7-104

66.3 6,317

7.0 797

2-73

7-109

276

備　考

3-4

位　置
（市町村）

路 線 名 延　長
利用区域

面積

北見市

338 ○

栃王 7.8 682

412 ○

3-25

3-24

3-21

261

1 路線

前半５ヵ年
の計画箇所

対図
番号

種　類 区　分

林業専用道

4.5 224

豊里 8.6 515

15.6 1,312

林業専用道

林業専用道 大和 3.2

杉本の沢

二の沢 4.4 239 ○ 3-3

7-106

404 ○

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

斜里町

小計 3 路線 6.4

清里町林業専用道

小計

湯の沢支線

446 ○ 3-6

林業専用道

2-8

林業専用道 上金

林業専用道 峰走 3.1 609

5.2 580

林業専用道 大金穂 2.8

5.4 2-33

1.5

3.2

2-60

吉野

○ 3-2

松山左 2.4 434 ○ 3-5

4.2 204 3-23

3.5 373 2-28

3.0 404

2.1 166 ○ 7-105

日の出 2.3

679 1-44

3.0

430 2-13

毛当別 7.0 373 2-30

9.3 679

基幹　計 14 路線

自動車道
（基幹）

4.5 224 ○ 5-126

林業専用道 置戸町 秋山の沢 9.3

2-12

美里 4.2 409 2-29

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

毛当別 2.0

いこいの沢 4.2

自動車道
（管理）

北見市

373 ○

林業専用道

○

林業専用道

林業専用道

幸の沢

焼山左

松田の沢右線

林業専用道

牛山 3.5
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備　考
位　置

（市町村）
路 線 名 延　長

利用区域
面積

前半５ヵ年
の計画箇所

対図
番号

種　類 区　分

自動車道
（管理）

上里２９号沢 1.0 180 6-89

秋田沢 1.0 207

2-39

6-90

4-75

4-74

３４林班 3.2 183

4.0

林業専用道

林業専用道 １１０林班 1.5 207

2.5 169

8,163

豊川

林業専用道 能取支線 4.1 212 ○ 4-78

林業専用道 １１９林班 1.5 130 4-76

林業専用道 卯原内ダム 0.6 94

林業専用道 トクシュオンベ支流 2.0

4-77

10.9 867

林業専用道 １０９林班 3.2 224

201

路線

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

福住第２ 4.8 129 ○

楢林 1.6 278

4.3 329 ○ 6-103

4-80

○

津別町

林業専用道 上里２４号 3.1 237 ○ 6-86

林業専用道 トクショッペ支線

4-85

19.1 1,972

林業専用道

667 4-83

4-82

小沼沢美特分線 3.2 220 ○ 6-87

里美越支線 2.8 167

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

6-91

２００６林班 2.6 190 6-88

オンネナイ支線 2.4

6-95

林業専用道

林業専用道

林業専用道

タウシナイ 3.4

小仁頃 2.0

2-14

下向陽支線 3.0 171 2-31

2-16

林業専用道 毛主山 3.3 167 ○ 2-17

341 ○ 2-15

林業専用道 ポンニコロ２の沢 3.2 291 2-32

2-19

手師学山 3.4 242

林業専用道 下隈川 2.9 96 2-34

林業専用道 豊川 2.5 169 ○ 2-18

林業専用道

網走市

小計 5

２７７林班 3.6 150 2-38

2-36

日吉第二 2.2 126 2-37

林業専用道 笹の沢 2.1 177 2-35

林業専用道 川沿 4.2 138 ○

林業専用道

112 ○ 6-92

イウタニ2の沢

林業専用道

北見市

林業専用道 吉野１の沢 4.8 370 ○

145 ○

小計 33 路線 110.2

上里２７号 2.0 194 6-94

小計 7 路線

美幌町

小沼の沢支線 1.8 92 6-93

4-81

新宮３号 1.0 257 ○ 4-84

１３林班 2.5 257 4-79

6-99

栄右の沢 1.5 181 6-96

キキン１の沢 0.9 117 6-97

林業専用道

林業専用道

上里２７号支線 1.5 119

林業専用道

林業専用道

相生１の沢 2.3 249 6-98

栄右の沢支線 2.0 79

林業専用道

林業専用道

林業専用道
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備　考
位　置

（市町村）
路 線 名 延　長

利用区域
面積

前半５ヵ年
の計画箇所

対図
番号

種　類 区　分

佐呂間町

自動車道
（管理）

1-48

2-49

○ 2-52

○

167 ○ 2-54

249

林業専用道 峰浜支線 1.5 172 7-108

仁倉オンネナイ 4.6 280 ○ 2-51

尚和２の沢 3.7 309

林業専用道 ポン支線

林業専用道

林業専用道 末広の沢 2.3 201 ○ 7-116

240 7-120

林業専用道

林業専用道 相生本流５の沢 0.8 215 6-102

小計 18 路線 35.2 3,155

3.4 299 ○ 7-112

林業専用道 オニセップ支線 4.6 446 ○ 7-114

小計

林業専用道 富士支線 2.0 159
斜里町

7-107

１０６５林班 3.8 252 7-123

林業専用道 フヨの沢 2.0 283 7-121

林業専用道 アタクチャ支線 1.3 222

小計 15 路線 38.3 4,390

7-122

5-125

林業専用道

林業専用道

4.1 280

訓子府川支流 2.8 301

奥の沢 5.8 521

1-43

1-47

小計 1 路線

小清水町

林業専用道 訓子府川支流 2.8 301 ○ 1-40

林業専用道

林業専用道 坂砥支線 4.1 280

林業専用道

25.9 2,030

仁倉１の沢 2.0 204

渡辺 4.3 197

林業専用道 釧北林道鉄橋の沢支線 2.7 186

林業専用道

4.3

2.7

林業専用道

林業専用道

小計 8 路線

林業専用道 富武士左線 4.2 156 ○ 2-50

落の沢 2.8 221 ○

家の沢

林業専用道

林業専用道

2-53

2-61

○

林業専用道

タラタラッペ支線

津別町

2.7 157

林業専用道

林業専用道

栄中の沢 0.6 79 6-100

第二大昭 1.4 188 6-101

林業専用道 末広の沢支線 1.5 175

ノブ支線 5.8 585

清里町

○ 7-119

江南林道 3.9 536 ○ 7-124

2 路線

○ 7-117

○ 7-118

3.5 331

7-115

林業専用道

林業専用道

林業専用道

カラ沢支線 1.0 76 7-110

第１沙輪 1.0 229 7-111

奥二股 1.5 229 7-113

林業専用道

林業専用道

林業専用道

ハトイ札弦川 0.8 460

１０１１林班

林業専用道 石楠花の沢線 2.8 172 1-46

置戸町

○ 1-41

林業専用道 上石楠花 3.1 169 1-45

263

2-62

右大敬 3.0 216 ○ 2-55

林業専用道

林業専用道

林業専用道

山添の沢 1.6

右渡辺 2.6

オンネアンジ林道１４林班線 1.6 117 ○ 1-42

林業専用道 落の沢 2.7 221 2-63
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備　考
位　置

（市町村）
路 線 名 延　長

利用区域
面積

前半５ヵ年
の計画箇所

対図
番号

種　類 区　分

注）　開設には新設する路線以外に、既存の作業道を改良等により林業専用道に繰り入れするものを含む。

自動車道
（管理）

佐呂間町

大空町

3.1 311 ○ 4-127

２６５林班 1.0 186 4-128

２６６林班 3.0 182 4-129

大敬 3.4 110 2-69

銅山２の沢 4.5 384 2-70

林業専用道

林業専用道

林業専用道

小計 3 路線 7.1 679

藻琴支線

2-66

共立右の沢支線 4.7 168 ○ 2-59

知来第二支流 2.1 122 2-67

右大敬 4.2 216 2-68

開拓の沢 1.8 144 2-71

合　　計 129 路線 393.9 32,771

管理　計 115 路線 327.6 26,454

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

林業専用道

仁倉１の沢 4.9 204

小計 23 路線 73.3 4,587

林業専用道 片岡の沢 4.5 137 2-72

2-65

林業専用道

林業専用道

2-56

佐呂間右線 1.4 129 2-64

325 ○ 2-57

佐呂間左線 2.9 113

林業専用道

銅山の沢 2.8

栃木支線 1.1 124 ○ 2-58

林業専用道

林業専用道

左大敬 3.5 191 ○
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イ　拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位　延長：ｍ

溝渠工

斜里町

オクシベ 1,810 1 溝渠工

雪の沢 100 1 溝渠工

オクシベ熊追沢線 100 1 溝渠工

真鯉二股線 400 1 溝渠工

溝渠工

北陽 50 1 溝渠工

江鳶奥 50

1 路線 50 1

溝渠工

1 路線 100

溝渠工

溝渠工

15 路線 900 17

向陽 40 1 擁壁工

90 2

1

100

溝渠工

溝渠工

迷路の沢 100 1

幌岩 50 1 溝渠工

共立右の沢 50 1 溝渠工

路線

溝渠工

50

溝渠工

備　考
（拡張の内容）

オンネナイ 50 1 溝渠工

大久保の沢 50 1 溝渠工

富士見三線 100 2

幌内 50 1 溝渠工

溝渠工

北見富士

オンネアンジ

平の沢

1

50 1 溝渠工

7 路線 400

種類
位 置

（市町村）
路 線 名 延長 箇所数

北見市 溝渠工

小松沢 50 1 溝渠工

津別町

小計

小計 8

自動車道
（基幹）

2 路線 100 2

1置戸町

佐呂間町

小計

丸山 50 1

50 1

斜里町 日の出 100 1

1小計

清里町

小計 1

小屋の沢 100 2

3

路線 50 1

200 4

合    計 26 路線 4,300 29

管理　計 11 路線 3,400 12

基幹　計

小計

自動車道
(管理）

小計 2 路線 600 2

溝渠工

ハトイ札弦川 500 1
清里町

二の沢 100

溝渠工

2,510

1

日吉林道１の沢線 50

小計 5 路線

北見市

幾科

6

2 路線

小計 2 路線 200 2

里美越 100 1

2

小計

津別町

- 地域別別表 7 -



別表３　治山事業の数量

単位　地区

1 渓間工

2009,2013,2097,2100 2 渓間工、植栽工

21
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

346,355～360 7
本数調整伐、
植栽工

清里町

小清水町

置戸町

佐呂間町

1006～1012,1026,1038～1083,1103

121,122,124

所在 治山事業
施工地区数

主な工種 備考
市町村 区域（林班）

美幌町 44,52 2
本数調整伐、
植栽工

北見市
1084,1117,1118,1075,1077,2206,
2207,2224,2262～2263,2265～2266,
2270

26 渓間工、山腹工

津別町
2011,2012,2014,2015,2018,2066,213
1,2155～2158,2168,2194,2195,2197
2203,2227

19
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

大空町 2,3,5,6,9～11,14,16,256,257,266 12 本数調整伐、
植栽工

斜里町

1118,1119,1121,1141～1143,1212,
1213,1221,1222,1224,1226,1229～
1231,1235,1301,1309,1312,1315,
1316,1326,1331,1332,1344,1376,
1377,1380,1381,1411

27
渓間工、山腹工、
本数調整伐、
植栽工

合計 123

網走市 108,111～113,117 6
渓間工、
本数調整伐、
植栽工
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別表４　法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位　面積：ha

　水源
かん養

北見市 41,824.70

網走市

小清水町

北見市

小計

土砂流出
防備

14,470.06

種　類

森林の所在

面積

施業方法

備考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

清里町 48.34

北見市 142.10

207.89小計

北見市

1,531.41

置戸町 30,794.29

1,890.91

1,685.04

斜里町

小計

1,354.17

小計 163,745.55

大空町

置戸町

大空町 2,970.49

28,515.75

土砂崩壊
防備

置戸町 6.25

0.65

津別町

斜里町

7,291.86

16,114.94

22,023.86

清里町 19,223.65

10,068.90

美幌町

小計

286.73

網走市

斜里町

382.05

467.75

飛砂防備
小清水町 65.79

網走市

美幌町

津別町

斜里町

清里町 5,251.57

小計 926.83

潮害防備
小清水町 177.24

防風
斜里町

清里町

小清水町

佐呂間町

342.07

247.66

476.19

206.82

84.25

保
安
林

※森林の区域
（林班）は、
北海道森林管
理局計画課に
備え置く別冊
のとおりであ
る。

125.57

2,165.47

3.59

1,157.42

4,181.73

※保安林の指定
施業要件の範囲
内とする。

佐呂間町 11,541.95

佐呂間町 1,201.01

北見市 22.44

網走市
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単位　面積：ha

種　類

森林の所在

面積

施業方法

備考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

(8,683.82)

魚つき

北見市

佐呂間町

(206.39)

(206.82)

310.62

86.06

保健

5,898.01

1,643.02

318.34

98.10

佐呂間町 1,657.20

干害防備

北見市

津別町

斜里町

置戸町 257.39

(291.62)

223.23

小計 4,060.96

置戸町落石防止

小計 58.94

58.94

小計

計
(9,362.85)

207,027.62

網走市

大空町

保
安
林

※森林の区域
（林班）は、
北海道森林管
理局計画課に
備え置く別冊
のとおりであ
る。

(1,061.12)

452.78

(799.99)

0.04

(1,357.86)

493.05

(806.93)

4,022.76

(717.91)

396.68

(413.21)
小計

78.42

(58.98)

(78.42)

(128.42)

0.56

※保安林の指定
施業要件の範囲
内とする。

北見市

網走市

美幌町

津別町

斜里町

置戸町

清里町

小清水町

佐呂間町

172.00

(1,002.45)

167.29

(1,050.36)

288.44

小計
(265.82)

0.56

風致

網走市 86.91

(1,076.46)

大空町
(519.12)

佐呂間町
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単位　面積：ha

種　類

森林の所在

面積

施業方法

備考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

1,769.24

(3,895.46)

93.21

第二種
特別地域

砂防指定地

佐呂間町 1.15

10,989.91

(2,655.84)

択伐、禁伐

10,989.91

北見市
(15.22)

6.49

小清水町
(434.55)

小計

(49.84)

26.08

特別保護
地区

大空町

(3,870.71)

2.43

第一種
特別地域

計
(15.22)

12.66

第三種
特別地域

18.02

斜里町

斜里町 2.59

国
立
公
園

※森林の区域
（林班）は、
北海道森林管
理局計画課に
備え置く別冊
のとおりであ
る。

網走市

小計
(2,655.84)

斜里町

美幌町

斜里町

(1,253.64)

5.07

(2,132.68)

2.99

※Ⅱ 第６－１
ウの表による。

17.45

(1,661.68)

小計
(1,661.68)

1,769.24

計
(12,083.69)

12,878.44

大空町
(481.67)

5.40

小計

小清水町

美幌町 (9.90)

斜里町
(1,257.01)

9.33

清里町
(455.41)

4.91

(410.67)

津別町
(1,280.80)

56.12

知
床
国
立
公
園
・
阿
寒
国
立
公
園

- 地域別別表 11 -



単位　面積：ha

種　類

森林の所在

面積

施業方法

備考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

0.87

小計
(40.99)

7.62

第一種
特別地域

(338.72)
北見市

13.65

大空町
(78.42)

(8.76)

佐呂間町
(281.30)

4.67

小計
(1,131.72)

121.34

国
定
公
園

小計
(545.56)

20.60

斜里町

(140.79)

2.28

網走市
(212.36)

7.47

斜里町
(291.06)

28.18

小清水町
(206.21)

78.74

1.24

小清水町
(32.23)

6.75

特別保護
地区

佐呂間町
(231.36)

5.15

第三種
特別地域

網走市
(128.42)

0.96

網走市
(2,747.15)

66.48

小計
(2,978.51)

71.63

5.99

計
(4,696.78)

221.19

第二種
特別地域

北見市

計
(2,161.42)

1.24

道
立
自
然
公
園

斜里町

清里町

斜里町

清里町

網
走
国
定
公
園

斜
里
岳
道
立
自
然
公
園

※Ⅱ 第６－１
ウの表による。

第三種
特別地域

(270.14)

(335.55)

(605.69)

第一種
特別地域

(644.66)

(893.63)

(1,538.29)

(17.44)第二種
特別地域

清里町

※Ⅱ 第６－１
ウの表による。

※森林の区域
（林班）は、北
海道森林管理
局計画課に備
え置く別冊の
とおりである。

小計

小計

小計
(17.44)

1.24

- 地域別別表 12 -



単位　面積：ha

種　類

森林の所在

面積

施業方法

備考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

注 ） （　）書の数値は重複制限林で外数である。

計
(181.74)

6.82

※Ⅱ 第６－１
エの表による。

斜里町

小清水町

斜里町 1,045.27 ※Ⅱ 第６－１
カの表による。計

斜里町

原生自然環境保全地域

(11,178.14)

6.82

(40.47)

(29.64)

1,045.27

置戸町
(54.36)

0.08

北見市 (380.39)

斜里町
(55.53)

0.08

(55.53)

0.08
小計

※Ⅱ 第６－１
カの表による。

※Ⅱ 第６－１
オの表による。

大空町 (38.22)

　  史跡名勝
天然記念物

※森林の区域
（林班）は、
北海道森林管
理局計画課に
備え置く別冊
のとおりであ
る。小計

(11,697.30)

0.08

北見市 (73.41)

大空町 (84.41)

 鳥獣保護区
特別保護地区

都道府県自然環境
保全地域特別地区

- 地域別別表 13 -



国有林の地域別の森林計画（案）の修正について

（網走東部森林計画区）

北海道森林管理局

網走東部国有林の地域別の森林計画（案）について、誤りがありましたので以下のとおり修正いたします。



Ⅰ　計 画 の 大 綱 (4) 森林・林業・木材産業の概況 (4) 森林・林業・木材産業の概況

(1)　略 (1)　略

ア　森林・林業
　 森林面積は、総土地面積の約６６％の３９０千haで、全道森林面積の約７％を占め、このうち林
野庁所管の国有林が２４０千haとなっている。
   森林蓄積は、全道の１０％を占める７４，１５５千㎥であり、このうち国有林は４２，３６６千㎥となっ
ている。国有林のha当たり蓄積は１７６㎥で、全道平均１３９㎥を上回っている。
　　 人工林率は３９％であり、国有林は３０％と全道平均２７％を上回っている。

ア　森林・林業
　 森林面積は、総土地面積の約６６％の３９０千haで、全道森林面積の約７％を占め、このうち林野
庁所管の国有林が２４０千haとなっている。
   森林蓄積は、全道の１０％を占める７４，１５５千㎥であり、このうち国有林は４２，３６６千㎥となっ
ている。国有林のha当たり蓄積は１０１㎥で、全道平均１３６㎥を下回っている。
　　 人工林率は３９％であり、国有林は３０％と全道平均２７％を上回っている。

－地域別 ２－ －地域別 ２－

第４　森林の保全に関す
る事項

３　森林の保護等に関する事項 ３　森林の保護等に関する事項

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針 (2) 鳥獣による森林被害対策の方針
　野生鳥獣等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めるとと
もに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。
　近年急増しているエゾシカ農林業被害に対しては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律」に基づき特に管理すべき鳥獣のための計画として北海道が策定
した「北海道エゾシカ管理計画」に基づく個体数調整に協力するとともに、平成２０年
２月の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の
施行を受けて、市町村における被害防止対策実施のための被害防止対策協議会に参画す
る中、関係機関等と連携を図ることとする。また、生息状況、被害動向等について情報
収集を行うとともに、狩猟機会の拡大等の取組を推進し、主体的・直接的に被害の軽減
に努めることとする。

　野生鳥獣等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めるととも
に、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。
　近年急増しているエゾシカ農林業被害に対しては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律」に基づく「特定鳥獣保護管理計画制度」を受けて北海道が策定した「エゾシカ
保護管理計画」に基づく個体数調整に協力するとともに、平成２０年２月の「鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の施行を受けて、市町村
における被害防止対策実施のための被害防止対策協議会に参画する中、関係機関等と連携
を図ることとする。また、生息状況、被害動向等について情報収集を行うとともに、狩猟
機会の拡大等の取組を推進し、主体的・直接的に被害の軽減に努めることとする。

－地域別 ２４－ －地域別 ２４－

修正前該当箇所 修正後



別表３　治山事業の数量
単位　地区 単位　地区

斜里町

該当箇所 修正後 修正前

－地域別別表 ８－

網走市 108,111～113,117 6
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

美幌町 44,52 2
本数調整伐、
植栽工

北見市
1084,1117,1118,1075,1077,
2206,2207,2224,2262～2263,
2265～2266,2270

26 渓間工、山腹工

所在 治山事業
施工地区数

主な工種 備考
市町村 区域（林班）

所在 治山事業
施工地区数

主な工種 備考
市町村 区域（林班）

斜里町

1118,1119,1121,1141～1143,1212,
1213,1221,1222,1224,1226,1229～
1231,1235,1301,1309,1312,1315,
1316,1326,1331,1332,1344,1376,
1377,1380,1381,1411

27
渓間工、山腹工、
本数調整伐、
植栽工

津別町
2011,2012,2014,2015,2018,2066,
2131,2155～2158,2168,2194,2195,
2197,2203,2227

19
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

佐呂間町 2009,2013,2097,2100 2 渓間工、植栽工

置戸町 121,122,124 1 渓間工

合計 123

大空町 2,3,5,6,9～11,14,16,256,257,266 12
本数調整伐、
植栽工

清里町 1006～1012,1026,1038～1083,1103 21
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

小清水町 346,355～360 7
本数調整伐、
植栽工

北見市
1084,1117,1118,1075,1077,
2206,2207,2224,2262～2263,
2265～2266,2270

26 渓間工、山腹工

美幌町 44,52 2
本数調整伐、
植栽工

津別町
2011,2012,2014,2015,2018,2066,
2131,2155～2158,2168,2194,2195,
2197,2203,2227

19
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

網走市 108,111～113,117 6
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

小清水町 346,355～360 7
本数調整伐、
植栽工

1118,1119,1121,1141～1143,1212,
1213,1221,1222,1224,1226,1229～
1231,1235,1301,1309,1312,1315,
1316,1326,1344,1376,1377,1380,
1381,1411

25
渓間工、山腹工、
本数調整伐、
植栽工

清里町 1006～1012,1026,1038～1083,1103 21
渓間工、
本数調整伐、
植栽工

佐呂間町 2009,2013,2097,2100 2 渓間工、植栽工

置戸町 121,122,124 1 渓間工

－地域別別表 ８－

合計 121

大空町 2,3,5,6,9～11,14,16,256,257,266 12
本数調整伐、
植栽工




