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第５次地域管理経営計画書（千代川森林計画区の）変更について

国有林野管理経営規程第６条第９項に基づき、地域管理経営計画の一部を次のように変更します。

【変更事由】

平成30年12月策定の「国有林の管理経営に関する基本計画」を踏まえ、以下の点について計画事

項の一部を変更します。

① 公益重視の管理経営の推進

・自然条件・社会的条件を考慮した主伐箇所の選定、路網の計画的な整備に関する記述を追加。

・流木対策及び７月豪雨を踏まえた治山事業の推進について記載。

② 林業成長産業化に向けた貢献

・成長に優れた苗木やICT等の先端技術の活用に関する記述を追加。

・工程管理の方法や改善等生産性向上に効果的な手法の普及・定着への取組について記載。

・意欲と能力のある林業経営者の受注機会拡大への配慮について記載。

・都道府県と連携した市町村の森林・林業行政等に対する技術支援への取組について記載。

・森林共同施業団地における路網や土場の共同利用、民有林材との協調出荷等への取組につ

いて記載。

③ 国民の森林としての管理経営・地域振興

・国民に対する情報受発信に関する事項を追加。

④ その他

・森林環境教育の推進、森林の整備・保全等への国民参加について記載内容を整理。

・林業技術の開発、指導及び普及に関する事項について記載内容を整理。

・効率的・効果的なシカ捕獲技術等の普及に関する記述を追加。
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はじめに

国有林野事業は、①国土の保全その他の公益的機能の維持増進、②林産物の持続的かつ計画的な

供給、③国有林野の活用による地域産業の振興又は住民福祉の向上への寄与を目標とし、森林・林

業や国有林野事業に対する国民の多様な要請と期待を踏まえつつ、国民共通の財産である国有林野

を名実ともに「国民の森林」とするよう、公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織
も り

・技術力・資源を活用して林業の成長産業化の実現に向け貢献するための取組を進めていきます。

本計画は、これらを踏まえ、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づいて、あらかじめ国民

の皆様からの意見を頂いた上で、国有林野の管理経営に関する基本的な事項、維持及び保存に関す

する事項、国民参加による森林の整備に関する事項等を明らかにした、平成29年４月１日から令和

４年３月31日までを計画期間とする計画です。

今後、この計画に基づいて国民の皆様の理解と協力を得ながら、千代川森林計画区における国

有林野の管理経営を行います。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

当森林管理局管内の国有林野は、奥地脊梁地帯から中山間、都市近郊に広く所在しており、

その適切な管理経営を通じて、国土の保全その他の公益的機能の高度発揮に重要な役割を果た

しています。

このような中、森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源の涵養に加え、地球温暖化の
かん

防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等、
も り

公益的機能の発揮に重点を置きつつさらに多様化してきました。

こうしたことを踏まえ、国有林野事業では、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方

針の下、国民の多様な要請や国際的な動向に適切に対応するため、以下を基本として国有林野

の適切な管理経営を行います。

(1) 国有林野の管理経営の基本方針

国有林野の管理経営に当たっては、管理経営基本計画に即して、かつ、国有林の地域別

の森林計画と調和して、個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって次表のと

おり類型化し、それぞれの機能類型区分ごとに公益的機能の維持増進を旨とした管理経営

を行います。

森林の取扱いについては、林木だけでなく下層植生や動物相、表土の保全等を通じて森

林生態系全般に着目して公益的機能の向上に配慮します。

また、国有林野事業の持つ組織・技術力等を活用し、民有林への指導やサポート等を行

うなど我が国の林業の成長産業化への貢献に努めます。
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機 能 類 型 対象とする国有林野

災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止及び土壌

山地災害防止タイプ 保全機能、風害、霧害等の気象災害を防止する機能の発揮を第一

とすべき国有林野

生物多様性の保全を図る観点から、原生的な森林生態系や希少な

自 然 維 持 タ イ プ 生物の生育・生息する森林など属地的な生物多様性保全機能の発

揮を第一とすべき国有林野

国民に憩いと学びの場を提供したり、豊かな自然景観や歴史的風

森林空間利用タイプ 致を構成したりする観点から、保健、レクリエーション、文化機

能の発揮を第一とすべき国有林野

騒音や粉塵等から地域の快適な生活環境を保全する観点から、快
快適環境形成タイプ 適環境形成機能の発揮を第一とすべき国有林野

良質な水の安定供給を確保する観点から、水源涵養機能を全ての
かん

水 源 涵 養 タ イ プ 国有林野において発揮が期待される基礎的な機能と位置づけ、上
かん

記のタイプに掲げるものを除く全ての国有林野

また、災害に強い国土基盤の形成や良質な水の安定的供給の確保、地球温暖化防止、生

物多様性の保全、自然再生、国民と森林とのふれあいの場の提供、森林景観の保全、花粉

発生源対策の推進、鳥獣被害対策等の観点を重視した管理経営を推進します。

エ 政策課題への対応

民有林関係者等と連携して推進する森林の流域管理システムの下、国土の保全や水源涵
かん

養等の公益的機能の維持増進、林業の成長産業化、森林環境教育や森林とのふれあい、

国民参加の森林づくりの推進、地球温暖化防止や生物多様性の保全などの政策課題に対
も り

応していきます。

とりわけ、本計画区においては、災害からの流域の保全や地球温暖化防止、貴重な森

林の保全、木材の安定的な供給等地域から求められる国有林野事業への期待に応えてい

くため、次のとおり計画区内での主な個別政策課題へ対応していくことを目標とします。
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視 点 主 な 取 組 目 標

安全・安心 【人家等近郊】
人家等保全対象に接近する山地災害の危険がある箇所について、治山

施設の設置等の事業を実施します。

【水源涵養機能の維持】
かん

水源涵養機能の維持を図るため、水源涵養タイプを対象に森林整備を
かん かん

実施します。

共 生 【ふれあい】
学校等と連携した森林環境教育を実施します。

【貴重な森林の保全・整備】
保護林において継続的なモニタリングを行い保全措置を実施します。

循 環 【木材の供給】
循環型社会の構築のためカーボンニュートラルな資源である木材を計

画的に供給します。
【森林資源の適切な整備】
森林整備を計画的に実施するとともに、低コストで効率的な森林整備

を行うための路網の整備を実施します。

地球温暖化防止 育成林を対象に間伐等の森林整備を計画的に実施します。
また、人工林の高齢級化に伴う二酸化炭素の吸収量の低下や資源の成

熟に伴い、主伐・再造林による若返りを実施します。

(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

森林の整備等を着実かつ適切に進めていくためには、流域（森林計画区）を単位として、

民有林関係者等と連携して推進する森林の流域管理システムの下で、流域の課題やニーズ

の的確な把握、森林計画等の策定のための意見調整、林業事業体の育成等を推進すること

が重要です。

このため、森林計画の策定及び同計画に基づく各種事業の実施に当たっては、流域森林

・林業活性化協議会等の場を通じ、府県、市町村等との密接な連携を図りながら、我が国の林

業の成長産業化に貢献していくため、民有林に係る施策との一体的な推進を図りつつ、組

織・技術力・資源を活用し、民有林の経営に対する支援等に積極的に取り組みます。

具体的には、流域内で優先的に取り組むべき課題を整理し、府県、市町村、地域住民等

の要望を踏まえ、以下の取組について国有林野事業が率先して行う取組内容等を年度毎に

整理のうえ取り組むこととします。

また、民有林における森林経営管理制度が円滑に機能するよう努めます。

ア 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

府県、市町村、林業事業体等と連携し、地域ごとの傾斜等の地形条件や資源の状況の

違いに対応した機械の組合せと生産性を検証し、効率性の高い作業システムの構築を図

るとともに、高性能林業機械研修会等を開催し、民有林における普及・定着に努めます。

また、工程管理の方法や改善等生産性向上に効果的な手法の普及・定着に取り組みます。

イ 林業事業体の育成

林業事業体の施業提案や集約化の能力向上、技術者の育成を支援するため、民有林関

係者及び関係機関と連携して、森林共同施業団地の設定等による事業量の確保、各府県
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における評価の仕組みの活用、市町村単位での将来事業量の対外的明示、総合評価落札

方式や事業成績評定制度の活用を図るとともに、民有林における人材育成対策へのフィ

ールドの提供や林業事業体の実施する研修等への講師派遣等の技術的支援、労働安全対

策に配慮した事業実行の指導などに取り組みます。

併せて、森林経営管理制度の定着に向けては、民有林において事業を実施する意欲と

能力のある林業経営者の育成が重要であることから、国有林野事業に係る事業を委託す

る場合にはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮します。また、国有林の多様な

立地を活かし、事業の実施やニーズを踏まえた現地検討会の開催、先駆的な技術の実証

等を通じた林業経営者の育成に取り組みます。

ウ 民有林と連携した施業の推進

地域における施業集約化の取組を支援するため、民有林と連携することで事業の効率

化や森林経営管理制度の導入に資する区域については、森林整備協定を締結するととも

に森林共同施業団地を設定し、民有林と連結した路網の整備と相互利用の推進、民有林

と協調を図りつつ計画的な間伐等や現地検討会等を通じた民有林への森林・林業技術の

普及に取り組みます。

また、森林共同施業団地等においては、国産材の安定供給体制構築に資するよう路網

や土場の共同利用や民有林材との協調出荷等に取り組みます。

特に民有林との連携が期待できる地域では、国有林に隣接する民有林への接続も考慮

した路網の線形及びアクセスポイントの検討を行います。

エ 森林・林業技術者等の育成

市町村行政の支援等のため、森林総合監理士（フォレスター）等を系統的に育成して

きたところであり、引き続き、必要な技術者の育成に取り組みます。併せて、森林経営

管理制度が導入されたことを踏まえ、公的管理を行う森林の取扱い手法の普及など、引

き続き、府県と連携して市町村の森林・林業行政等に対する技術支援に取り組みます。

また、事業の発注や国有林野の多種多様なフィールドの提供等を通じて民有林の人材

育成を支援するほか、大学や林業大学校等関係機関と連携した取組に努めます。

オ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

民有林における公的管理や林業経営への普及を念頭に置き、早生樹等の成長に優れた

苗木の活用等による低コスト造林技術やＩＣＴ（情報通信技術）等の先端技術を活用し

た効率的な森林管理・木材生産手法の開発・実証、林業の低コスト化に向けた情報交換

会や現地検討会の開催、情報発信等に関係機関と連携して取り組みます。

カ その他

その他の流域管理システムの下での林業の成長産業化への貢献に必要な取組としては、

① 計画的な木材供給の推進として、システム販売等の実施による木材の安定供給体

制の整備、伐採予定箇所等木材の需給に関する情報の提供、間伐材等の木質バイオ

マス資源への需要拡大に資する取組等、

② 安全・安心への取組として、民有林と国有林が連携した森林保全事業（治山工事、

保安林整備等）、地域住民への防災情報等の発信、治山技術の普及・啓発、治山連絡
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会議等の開催、ハザードマップの調整等、

③ 生物多様性保全に配慮した取組として、モニタリング調査や検討会、針広混交林

化等の森林整備、ニホンジカ等に対する鳥獣被害対策の実施等、

④ 上下流の連携強化のための下流域の住民等に対する情報提供や林業体験活動等と

して、教育機関、地元ボランティア、森林インストラクター等と連携した森林環境

教育、ＮＰＯ、ボランティア団体等の自主的な森林整備へのフィールドの提供や技

術支援等、

に取り組みます。

(4) 主要事業の実施に関する事項

ア 基本的な考え方

森林の整備に当たっては、機能類型区分毎に目標とする森林への誘導に必要な森林施

業を的確に実施します。

主伐及び更新については、伐採適期を迎えた高齢級のスギ、ヒノキ人工林が年々増加

する中、主伐の実施に際しては、自然条件や社会的条件を考慮して実施箇所を選定する

とともに、造林コストや花粉の少ない森林への転換、鳥獣被害等に配慮しつつ、主伐後

の着実な再造林を推進します。なお、伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めます。

また、近年、ニホンジカ等による造林木への被害が拡大していることから、必要に応

じて、防護柵の設置などの被害対策を的確に実施します。

間伐や保育については、健全な森林の育成による二酸化炭素の吸収目標の達成及び多

様な森林への誘導を図るため、森林施業の効率化・低コスト化を推進するための技術の

普及及び定着に留意しながら、適切に実施します。

林道等の路網については、林産物の搬出、森林の育成のみではなく、適切な保全管理

等を効率的に行うため、森林の公益的機能が高度に発揮されるよう施業方法に応じて、自然

・社会的条件を考慮しつつ、計画的に整備します。

(5) その他必要な事項

ア 治山事業は、「森林整備保全事業計画」に基づき、民有林治山事業との有機的連携の下

に、自然環境の保全に配慮した計画的な実施に努めます。特に、平成29年７月に発生し

た九州北部豪雨を受けた総合的な流木対策や、平成30年７月豪雨等近年の大規模災害の

発生を踏まえた治山事業を推進します。

また、大規模な山地災害発生時には、専門技術を有した職員の現地への派遣に加え、

国有林防災ボランティアの協力も得つつ、民有林への支援も含めた迅速な災害対策、二

次災害防止対策を講じます。

本計画では、災害に強い安全な国土づくりとして、水源涵養機能の高度発揮、安全で
かん

良好な生活環境の保全・形成に対処するため、保安施設及び保安林の整備を計画します。
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２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

(1) 巡視に関する事項

山火事、森林病虫害、鳥獣被害、廃棄物の不法投棄等の森林被害の防止、保安林の適切

な管理等森林の保全管理のため、森林の巡視、標識の設置、適切な防除対策の実施等に努

めるとともに、境界の保全等による国有財産としての管理を適切に実施します。

特に自然環境の保全に留意が必要な箇所については、啓発のための標識を設置する等に

よりその周知に努めます。

また、森林の保全管理に当たっては、地元住民、地方自治体、ボランティア等との協力

・連携を図るとともに、入林者への山火事や不法投棄の防止意識の啓発等に努めます。

ア 山火事防止等の森林保全巡視

本計画区には、氷ノ山後山那岐山国定公園等の自然公園や自然景観に優れ森林浴や自

然観察などに適した森林があり、観光及びレクリエーションのための入林者が多く見ら

れます。特に、春季と秋季の乾燥期には利用者の増加と相まって山火事発生の危険性が

増大します。また、近年廃棄物の不法投棄が増加しています。

このため、地元市町村、消防団及び地元住民等との連携を密にして、山火事防止、廃

棄物の不法投棄防止の宣伝・啓発活動を行い、国民共通の財産であるとともに地域の人

達の生活空間としての役割を持つ国有林野の森林保全巡視を強化し、山火事防止・廃棄

物の不法投棄防止・貴重な動植物の保護等森林の保全管理に努めます。

(3) 特に保護を図るべき森林に関する事項

ア 保護林

我が国の気候帯または森林帯を代表する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有す

る森林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護林として設定し、森林生態系

からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発

展、学術の研究等に資することを目的として保護・管理を行います。

本計画区には、生物群集保護林、希少個体群保護林を設定しており、モニタリング調

査を通じた適切な保護管理に努めるとともに、大学や研究機関へ学術研究のフィールド

として提供するなど、積極的な情報提供に努めます。

立ち入りが可能な区域においては、学習の場等として多くの国民が利用できるよう歩

道の整備に努めるほか森林生態系に関する知識の普及啓発に努めます。

入林者の影響等が生じるおそれのある箇所については、地域の関係者等と利用ルール

の確立等について協議し適切に対処します。

また、その内容等について地域外の者にも広く理解されるようホームページの活用・

工夫を図ります。
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イ 緑の回廊

個々の保護林等を連結して、野生動植物の生育・生息地の拡大と相互交流を可能とし、

より効果的に森林生態系の保護・保全を図ります。

本計画区において、中国山地の東縁部にあたる兵庫・鳥取・岡山の県稜線部に位置す

る保護林等及び隣接する民有林を連結する「東中国山地緑の回廊」を設定しています。

なお、具体的な整備等については、別添「東中国山地緑の回廊設定方針」に基づいて

行います。

また、継続的なモニタリングを行い、必要に応じて設定方針の見直しを行います。

(4) その他必要な事項

イ ニホンジカ等の被害対策

国有林の地域別の森林計画に定める鳥獣害防止森林区域については、防護柵の設置若

しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモ

ニタリングの実施等の植栽木の保護措置又はわな捕獲（囲いわな、くくりわな、箱わな

等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等による鳥獣害防止対策を推進し

ます。また、関係機関と連携して効率的・効果的な捕獲技術等のシカ被害対策の普及に

取り組みます。

なお、鳥取県が策定した「第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画」に基づき実施さ

れる個体数調整等に協力するとともに、県、市町村及び鳥獣被害対策協議会等と連携を

図りつつ被害対策に取り組みます。

３ 林産物の供給に関する事項

(1) 木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

ア 木材の供給

木材の供給に当たっては、列状間伐、路網、高性能林業機械の３つを組み合わせた低

コストで効率的な間伐を推進し、多様で健全な森林整備を通じて生産される木材の計画

的な供給に努めます。

また、間伐の生産性向上を図るとともに、地域の川上・川中・川下の関係者との連携

を強化し、需要者のニーズに対応した国産材の安定供給体制の整備を推進します。

さらに、人工林資源の成熟に伴い主伐を推進することにより、木材供給量が増加する

ことを踏まえ、国産材の利用が低位な分野での需要開拓やニーズに応じた安定供給体制

の構築等に貢献するものとなるよう効果的な供給に努めるとともに、伐採・搬出方法に

ついても、路網、架線、高性能林業機械の組合せにより、林地保全に十分配慮した伐採

搬出に努めます。
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４ 国有林野の活用に関する事項

(1) 国有林野の活用の推進方針

ア 国有林野の活用の適切な推進

国有林野の活用に当たっては、その所在する地域の社会的・経済的状況、住民の意向

等を考慮しつつ、

① 地域における産業の振興、

② 住民の福祉の向上、

③ 都市と農山漁村の交流の促進

による地域社会の活性化に資するよう取り組みます。

イ 公衆の保健のための活用の推進

公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の下で、自然景観が優れ、森林浴や

自然観察、野外スポーツ等への利用が期待される「森林空間利用タイプ」の森林のうち、

国民の保健・文化・教育的利用に積極的に供することが適当と認められる国有林野を

「レクリエーションの森」として、広く国民に開かれた利用に供します。

「レクリエーションの森」のうち、扇ノ仙森林スポーツ林は、特に魅力的な自然景観を

有する等、観光資源としての活用の推進が期待される森林として「日本美しの森お薦め
につぽんうつく

国有林」に選定されており、管理運営協議会を中心に地域の関係者と協働・連携を図り

つつ、森林景観を活かした地域の観光資源の創出に寄与するよう、外国人旅行者を含む

観光客へ向けた情報発信や環境整備に取り組みます。

また、「レクリエーションの森」の管理経営に当たっては、民間活力を活かした施設整

備等の推進、及び地元自治体を核とした管理運営協議会の活用等やボランティア、ＮＰ

Ｏ、企業等による資金や人的な支援を誘導するサポーター制度による整備・管理を支え

る仕組みの充実等に努めます。

なお、利用の動向及び見通しや地域関係者の意向・協力体制等から今後の利用が期待

できない箇所については、廃止を含む見直しを行います。

６ 国民の参加による森林の整備に関する事項
も り

国民参加の森林づくりを推進するため、ＮＰＯ等が行う自主的な森林整備等へのフィールド
も り

の提供や必要な技術指導を行うなど、国有林野の積極的な利用を推進します。

(1) 国民参加の森林に関する事項

ボランティア、ＮＰＯ、企業等による自主的な森林づくり活動を支援するため、協定を
も り

締結して森林づくりのフィールドを提供する「ふれあいの森」の設定に努めます。
も り

（単位：ha）

協定の種類 名 称 面積 位置（国有林・林小班）

ふれあいの森 氷ノ山ふれあいの森 37 氷ノ仙 21ろ2、は2、へ～る1、よ
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(2) 分収林に関する事項

森林資源の確保に対する国民的な要請が高まっている中で、社会貢献活動としての森林
も り

づくりに自ら参加・協力したいという国民や企業等の要請に応えるため、分収林制度を活

用した住民等による水源林の造成や企業等による社会・環境貢献活動としての「法人の

森林」等の設定を行い森林整備を推進します。
も り

本計画においては、２箇所、約４haの「法人の森林」を設定しています。
も り

(3) その他必要な事項

ア 森林環境教育の推進

国有林野の豊かな森林環境を子どもたちに提供するため、学校、自治体、ＮＰＯ、森

林インストラクター、民有林関係者等多様な主体と連携しつつ、都市や農山漁村などの

立地や地域の要請に応じた森林環境教育に取り組みます。

具体的には、学校等による植林・育林等の体験活動や森林教室等の学習活動を支援す

るため、協定を締結して森林環境教育のフィールドを提供する「遊々の森」の設定に努

めます。

（単位：ha）

協定の種類 名 称 面積 位置 (国有林・林小班)

遊 々 の 森 未 定 6 旧城山 1い～に

木美の森 6 山王谷 98は2、と、ぬ、る、

100り、る2

注：旧城山国有林の活動の実施主体の選定にあたっては、公募等により募集します。

イ 森林の整備・保全等への国民参加

地方公共団体、教育機関、企業等からの要請やニーズに対応するため、森林とのふれ

あいや国民参加の森林づくりを推進します。
も り

具体的には、伝統文化等の継承に貢献する森林づくり活動、企業による社会貢献活動
も り

の一環として行う森林整備活動、特定の森林・登山道の管理等の象徴的な活動を支援す

るため、協定を締結して活動のフィールドを提供する「木の文化を支える森」、「社会貢

献の森」、「多様な活動の森」の設定に努めます。

また、国民参加による森林の整備・保全等に関する情報提供、国民からの相談への対

応など、国民参加の森林づくりに関する相談窓口の活性化に努めます。
も り
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（単位：ha）

協定の種類 名 称 面積 位置（国有林・林小班）

氷ノ山コキンバイ保護活動の森 1 氷ノ仙 21る2

多様な活動の森

氷ノ山キャラボク保護活動の森 3 氷ノ仙 22ハ

氷ノ山サンカヨウ保護活動の森 19 氷ノ仙 23い1

７ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

(1) 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

技術開発目標に基づき、①林業の低コスト化に向けた造林・保育・生産技術、②公益的

機能の高度発揮を図るための森林施業及び保全技術、③効率的な森林管理及び健全な森林

の育成技術の確立に向けた技術開発を計画的に進めます。

これらの開発、改良された林業技術や施業指標林、各種試験地等で得られた成果につい

ては、現地検討会などを通じて、地域林業関係者等への普及・定着を図ります。

また、研究機関等が行う林業技術の開発及び林業機械の導入試験等へのフィールド提供

を積極的に行います。

(2) 地域の振興に関する事項

地域の振興への寄与は、地域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う国有林野事業

において重要な使命の一つです。このため、地元自治体等への国有林野内の森林資源に関

する情報の提供、地域づくりへの積極的な参画など地元自治体等との連携の強化に努めます。

また、国有林野の保健・文化・教育的利用の推進や利活用、森林の整備、民有林材を含

めた安定供給体制の構築、地域の農林業に多大な被害を与えている野生鳥獣への対策等を

通じて、地域産業の振興、住民の福祉に寄与するよう努めます。

(3) 国有林野事業への理解と支援に向けた多様な情報受発信

開かれた「国民の森林」としての管理経営を推進するため、国民に対する情報の公開、
も り

フィールドの提供、森林・林業に関する普及啓発活動を推進します。

具体的には、国有林野事業の実施に関する情報提供や地域で開催される自然教育活動等

への協力、ホームページや広報誌による情報発信に努めます。
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3) 森林共同施業団地 ５



第５次国有林野施業実施計画（千代川森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第14条第２項に基づき、国有林野施業実施計画の一部を次のように変

更します。

【変更事由】

「「国有林野管理経営規程の運用について」等の一部改正について」（平成31年３月28日付

林国経第187号林野庁長官通知）による様式変更に伴い一部計画書を変更します。
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２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及

び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積
かん

国有林野管理経営規程第５条第１項第３号に基づいて定める、水源涵養タイプの森林
かん

における主伐の上限伐採面積は次のとおりです。計画期間の主伐面積は、施業上類似の

取扱いをすべき林分ごとに上限伐採面積を上回って計画することはできません。

（単位：ha)

施業群分類 上限伐採面積 備 考

複層林施業 145 複層林Ⅰ群、Ⅱ群

長伐期施業 312 長伐期

通常伐期施業 53 分散伐区Ⅰ群、Ⅱ群

注1:上限伐採面積は計画期間５年分の合計面積。

注2:備考欄は施業群の細分。

Ⅰ群は過去の施業の取扱いにおいて枝打を計画した、又は実施した箇所。

Ⅱ群はⅠ群以外の箇所。

５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域

(1) 保護林の名称及び区域

保護林の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の２の(3)のア）

（単位：ha)

区 分 名 称 面 積 位置（国有林・林小班） 特 徴 等 備 考

生物群集保 三国山生物群 20.20 山王谷 103ち 三国山における代
護林 集保護林 〔319.03〕 表的なブナを主体

（保存地区） とする高齢天然生
林の保護

20.20
計 １箇所 〔319.03〕

希少個体群 沖ノ山スギ・ 88.16 沖ノ山 59全 スギ、ブナ等の天
保護林 ブナ・トチノ 然分布を保護し、

キ等遺伝資源 林分の遺伝資源の
希少個体群保 保存
護林

山王谷スギ・ 114.72 山王谷 94わ スギ、ブナ等の天
ブナ・トチノ 95に 然分布を保護し、
キ等遺伝資源 96へ 林分の遺伝資源の
希少個体群保 保存
護林

扇ノ山ブナ希 54.91 扇ノ仙 8る 中国山系における
少個体群保護 沢 川 11い 代表的なブナ天然
林 生林の保護

計 ３箇所 257.79

合 計 ４箇所 277.99

注： 生物群集保護林の［ ］は、天神川森林計画区の面積を含めた面積である。
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(2) 緑の回廊の名称及び区域

緑の回廊の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の２の(3)のイ）

（単位：延長 km、面積 ha)

名 称 延長 面 積 位 置（国有林・林小班） 特 徴 等 備 考

東中国山地 34 3,544.33 扇ノ山 中国山地の東部に位

緑の回廊 ［42］ 328全 置し三室山から氷ノ

329全 山、扇ノ山へと連な

330り～る り、日本海へ至る山

331い、ろ、ほ 岳地帯である。日本

扇ノ仙 海側地帯における西

8い1～ぬ、わ～れ3 限付近のブナ林やス

沢 川 ギ天然林などの貴重

9全 な植物群落がみられ

10全 ることから保護林を

11ろ～り、イ 設けて保護・保全を

12全～15全 図ってきた地域であ

16い1、ろ、に、ぬ～か り、これらを連結し

302全 たものである。

氷ノ仙 接続する民有林で

20は、ほ、ち～か は、野生鳥獣（イヌ

21い～た、イ ワシ、ツキノワグマ）

22い～わ、イ、ハ との共生を目指した

23全 森づくりが進められ

24全 ている。

小舟山

30り、ロ1～ハ

31イ1～イ3

33い、に1～る

ハサリ

303全～305全

外ノ岡

314全～317全

吉川山

46ろ～は3、へ～か

47全

沖ノ山

56り1、か～れ

58ろ1、に

60全～62全

63ち1、わ、つ

合 計 34 3,544.33

［42］

注：［ ］の数値は、東中国山地緑の回廊全体の延長を表す。
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６ レクリエーションの森の名称及び区域

レクリエーションの森の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の４の(1)のイ）
（単位：ha)

位置(国有林・林小班) 既存施設の概要
種類 名 称 面 積 選 定 理 由 備 考

及び施業方法 及び施設整備

自 鳥取自然 266.21 旧城山 鳥取市街地から 既存施設の概要
然 休養林 5に1、に2、へ、 の遠景林とし ･保安林管理
休 （自然観 ね て、また、モミ、 道、休憩所（国）
養 察教育ゾ 6と1、と2、わ1、 ツガ等と常緑広 ・休憩所
林 ーン） わ3、れ、な、 葉樹の森林美に （鳥取県）

※保健機能 む、や～あ1 優れ森林浴、ハ
森林に該当 育成単層林へ導 イキング等の場
する森林 くための施業 として利用され

間伐：12.74ha ている。

旧城山
1ろ、に、ぬ
2い1～へ、り、
ぬ、わ
3は1、は2、ほ、
へ、ぬ、わ、
れ2～な
4ろ、に、へ、
か、よ3
5い2～は2、
に3～ほ2、ち、
ぬ～わ、よ、
れ1～そ、な、
ら
6は、に2～へ、
ち1～る2、わ2、
よ、そ～ね、
う、お、く、
あ2

育成複層林へ導
くための施業
間伐：5.37ha

旧城山
1は、
2と、ち、る
3に、と、ち、
る、よ
4は、ほ、と1
5い1、と1、と2、
り、か1、か2、
た、
6い、ろ、に1、
か1～か3、た、
ら、の

天然生林へ導く
ための施業

旧城山
2イ、3イ、6ロ
林地以外
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位置(国有林・林小班) 既存施設の概要
種類 名 称 面 積 選 定 理 由 備 考

及び施業方法 及び施設整備

鳥取自然 51.20 旧城山
休養林 4ち、ぬ1、ぬ2、
（風景ゾ よ1、よ2
ーン） 育成複層林へ導

くための施業

旧城山
1い、り
3い、ろ、り、
か、 た、れ1
4い、と2、り、
る、わ
5つ
6る3
天然生林へ導く
ための施業

旧城山
6イ
林地以外

計 １箇所 317.41

森 扇ノ仙森 40.10 扇ノ仙 ブナを主体とし 既存施設の概要
林 林スポー 7イ、ハ2 た 天然林があ ･取付道路、広
ス ツ林 323イ2、ハ～ホ り、キャンプ、 場、トイレ、バ
ポ 林地以外 ハイキング等の ンガロー、管理－

野外活動の場と 棟、遊歩道、簡
ツ して利用されて 易宿泊施設、炊
林 いる。 事場、農産物直

売所、標識類、
扇ノ仙森 扇ノ仙 東屋、交流館、
林スポー 323へ 野外卓、釣り場
ツ林 育成複層林へ導 外
※保健機能 くための施業 （八頭町）
森林に該当

する森林 扇ノ仙
7と、ぬ、た1、
た2
323に、と1、
と2
天然生林へ導く
ための施業

扇ノ仙
7ロ、ハ1、ハ3
323イ1、
イ3～ロ
林地以外

計 １箇所 40.10
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位置(国有林・林小班) 既存施設の概要
種類 名 称 面 積 選 定 理 由 備 考

及び施業方法 及び施設整備

そ 氷 ノ 仙 2.29 氷ノ仙 既存施設の概要
の スキー場 24ロ ・スキー場
他 25ロ （若桜町）

林地以外

計 １箇所 2.29

合計 ３箇所 359.80

注：１「位置及び施業方法」欄は、主伐、間伐面積を記載
２「既存施設の概要及び施設整備」欄については、「既存施設の概要」は整備された代表的な施設
の概要で（ ）は管理主体等、「施設整備」は、国が整備を行う施設整備の計画がある場合記載

８ その他必要な事項

(3) 森林共同施業団地

森林共同施業団地の箇所別の概況は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(3)）

(単位：ha)

対 象 地
名 称 面積 協定の概要

（国有林・林班）

小舟山地域森 民 382 協定名：小舟山地域森林整備
林共同施業団 推進協定
地 国 氷ノ仙 26、 1,097 協定相手方：若桜町、鳥取水

小舟山 27～33、 源林整備事務所、
313 八頭中央森林組合

効率的な路網の配置と高性能
林業機械との組み合わせによ
る計画的な森林施業の実施

民 382
合 計

国 1,097 １箇所
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