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地域管理経営計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、

国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年6月23日法律246号）第6条及び国有林野管理経

営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第6条第8項に基づき、変更するものであ

る。

なお、本変更計画の効力は、平成２５年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２３年３月策定、平成２４年３月変更、計画期間：平成２３年４月

１日～平成２８年３月３１日）の変更内容

（１）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（１）国有林野の管理経

営の基本方針」の「①森林計画区の概況 ②国有林野の管理経営の現状 ③持続可

能な森林経営の実施方向 ④政策課題への対応」を上記理由により変更する。

（２）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（２）機能類型に応じた

管理経営に関する事項」の「説明 ①山地災害防止タイプにおける管理経営の指針

その他山地災害防止タイプに関する事項 ②自然維持タイプにおける管理経営の指

針その他自然維持タイプに関する事項 ③森林空間利用タイプにおける管理経営の

指針その他森林空間利用タイプに関する事項 ④快適環境形成タイプにおける管理

経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項 ⑤水源涵養タイプにおける管

理経営の指その他水源涵養タイプに関する事項」を上記理由により変更する。

（３）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（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」を上記理由により変更

する。

（４）「５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の整備その他民有林の整備及び保全

に関する事項」を上記理由により追加変更する。
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（１）国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

ア 栗生地区（1～35、37～40林班）

国割岳（1,323m）、永田岳（1,886m）、九州最高峰の宮之浦岳（1,936m）から黒味岳

（1,831m）、烏帽子岳（1,614m）の南側ないし西側斜面に位置し、裾野から中腹にかけて

極めて急峻な上昇斜面の地形を形成している地域である。

国割、瀬切地域の海岸域から中腹以上の宮之浦岳に至る区域は、生態系保護地域、屋久

島原生自然環境保全地域及び遺産地域であり、自然環境の保全に係る機能の発揮が期待さ

れることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、中間川流域、黒味川、小楊子川及び大川等の流域は、木材等生産機能とともに、

山地災害防止機能や水源かん養機能の発揮が期待されることから、ヤクスギを主体とする

長伐期施業等を行うこととし、「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分し

て管理経営を行うこととする。

イ 尾之間地区（43～70林班）

島の南の烏帽子岳(1,614m)からノンキ岳（1,408m）、モイヨ岳（614m）の南側斜面で、

全般的に急峻な前岳地域である。

七五岳（1,488m）、破沙岳（1,259m）周辺の奥地、鈴川上流域、モッチョム岳（944m）

周辺の奥地、鯛ノ川上流域は生態系保護地域及び遺産地域になっており、自然環境の保全

に係る機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこ

ととする。

また、中流域から下流域については、水源かん養機能の発揮が期待されることから、ヤ

クスギを主体とする長伐期施業等を行うこととし、「水源涵養タイプ」に区分して管理経

営を行うこととする。

ウ 安房地区（71～112林班）

高盤岳（1,711m）、安房岳（1,847m）、宮之浦岳（1,936m）、高塚山（1,396m）、楠川

前岳（1,125m）と連なる山系の安房川流域と一部船行、春牧地域を擁する前岳地域は水源

かん養機能の発揮が期待されることから「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこ

ととする。特に、小杉谷地域は、縄文杉などの著名なヤクスギが多く、宮之浦岳への登山

ルートにもなっていることから、輪伐期240年の群状択伐施業を行うこととし、保健文化

機能にも配慮して管理経営を行うこととする。

奥岳地域はそのほとんどが生態系保護地域及び遺産地域であり、安房川支流の荒川上流

域には、ヤクスギ、モミ、ツガ、ヤマグルマ等屋久島の特徴ある自然の鑑賞ができる屋久

島自然休養林荒川地区（ヤクスギランド）がある。このように、自然環境の保全に係る機

能及び保健文化機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営

を行うこととする。
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エ 男女川地区（201～207林班）

愛子岳（1,235m）の北東斜面及び船行前岳（944m）の北側斜面に位置し、標高は100～1,2

00mである。地形は中腹以上は急峻で、下部についても比較的急斜面が多く、愛子岳の頂上部

周辺、それより北東方面に長く連なる尾根部は、生態系保護地域及び遺産地域である。こ

のように自然環境の保全に係る機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区

分して管理経営を行うこととする。

また、中腹部は地形が急峻であり、山地災害防止機能の発揮が期待されることから「山

地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。さらに、各河川の下流部は、

木材等生産機能とともに、水源かん養機能の発揮が期待されることから「水源涵養タイ

プ」に区分して管理経営を行うこととする。

オ 宮之浦地区（208～243林班）

楠川前岳から高塚山を経て宮之浦岳（1,936m）に至る尾根部から北側の宮之浦川の流域

に位置し、地形は全体的に急峻である。

ヤクスギを主体とした原生林の一部が生態系保護地域及び遺産地域であり、また、生態

系保護地域の一部である白谷川上流部は、屋久島自然休養林白谷地区（白谷雲水峡）でも

あり、自然環境の保全に係る機能及び保健文化機能の発揮が期待されることから「自然維

持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

中腹部は、地形が急峻であり山地災害防止機能の発揮が期待されることから「山地災害

防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。また、下部については、水源かん養

機能の発揮が期待されることから、ヤクスギを主体とする長伐期施業等を行うこととし、

「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

カ 一湊地区（244～252、255林班）

当地区は、志戸子川、一湊川の両流域にまたがる。上流部は、地形が急峻で山地災害防

止機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこ

ととする。また、標高の低い地域は、木材等生産機能とともに、水源かん養機能の発揮が

期待されることから、「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

キ 永田川地区（253～254、257～275林班）

当地区は、永田岳から国割岳に至る稜線の北側の永田川流域に所在する。

永田川本流の大部分は生態系保護地域及び遺産地域であり、また、永田集落の西側に位

置する海岸部の地域は霧島屋久国立公園第２種特別地域であり、自然環境の保全に係る機

能や保健文化機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を

行うこととする。

また、吉田岳（1,165m）の南西側斜面及び国割岳から北西に下る稜線の北東側斜面は急

峻な地形のため、山地災害防止機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」

に区分して管理経営を行うこととする。さらに、前岳部分の標高の低い地域は、木材等生

産機能とともに水源かん養機能の発揮が期待されることから、「水源涵養タイプ」に区分

して管理経営を行うこととする。
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ク 種子島地区（1102～1135、1137～1140林班）

当地区は、カシ類、シイ類等の広葉樹が主体の森林が多く、褶曲の多い複雑な地形を呈

している。

この地区の海岸部に局所的に点在する国有林は、ほとんどが潮害防備保安林に指定され、

生活環境保全機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経

営を行うこととする。

また、北部及び南部の内陸部に所在する国有林の大半は、集落の水源林として水源かん

養機能の発揮が期待されることから、「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこと

とし、一部中央の地域はスギ人工林等であり、木材等生産機能の発揮が期待されることか

ら、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる

木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

熊野浦の海岸林や西浜山・東浜山国有林は、海水浴を中心とした多くの観光客が訪れ、

保健文化機能の発揮が期待されることから、「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営

を行うこととする。

② 国有林野の管理経営の現状

本計画区の国有林は、屋久島森林管理署で管理経営しており、本計画の対象とする国有林

野面積は41,744haで九州森林管理局管内国有林総面積の8％を占めている。

蓄積は10,422千ｍ３で九州森林管理局総蓄積の8％を占めている。また、人工林面積は8,9

72 haで人工林率は22％となっている。

森林の種類は、普通林が2,659haで6％を占めており、制限林が39,085haで94％となってい

る。なお、制限林の82％が保安林であり、その内水源かん養保安林が94％を占めている。

熊毛森林計画区内の森林資源状況

（単位：ha、ｍ3）

区 分 人工林 天然林 その他 合計

面 積 8,972 31,448 1,324 41,744

蓄 積 2,614,420 7,827,875 － 10,442,295

③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代ととも

に将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、住民の方々の意見を聴き、機能類型区分や森林

の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオール・プロセスに参加しており、

この中で森林経営の持続可能性を客観的に把握し評価するための7基準（54指標）が示され

ている。本計画区の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる施策及び森林の取

扱方針を整理すると次のとおりとなる。
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Ⅰ 生物多 地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等

様性の保全 からなる多様な林相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動

植物が生息・生育する森林について適切に保護・保全するほか、施業を行う

場合でも適切な配慮を行う。関連する主な施策として、厳格な保全・管理を

行う保護林のモニタリング調査等を通じた適切な保全・管理等を推進すると

ともに、原生的な天然林や里山林、渓畔林、保護樹帯等を各々の林相に応じ

適切な整備・保全を行い、森林生態系のネットワークの構築を図る。

Ⅱ 森林生 森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適

態系の生産 切な実施と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能

力の維持 の発揮と両立した木材の生産を行う。関連する主な施策として、計画、設

計、施工の各段階において森林生態系との調和を図りつつ、林道、作業道等

の適切な組合せによる路網の計画的な整備を推進する。

Ⅲ 森林生 外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫や山火事

態系の健全 等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。関連する

性と活力の 主な施策として、松くい虫の被害のまん延防止のため、薬剤による防除、伐

維持 倒駆除等に取り組むとともに、シカによる森林被害の状況を踏まえ、被害防

除対策を実施する。

Ⅳ 土壌及 降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のた

び水資源の め、山地災害により被害を受けた森林の整備、復旧や公益的機能の維持のた

保全と維持 めに必要な森林の保全を行うとともに、森林施業においても裸地化する期間

の短縮や尾根筋や沢沿いでの森林の存置を行う。関連する主な施策として、

安全・安心に暮らせる環境づくりを目指して、民有林と国有林が連携した効

果的な治山対策に取り組む。

Ⅴ 地球的 地球温暖化防止に貢献するため、吸収源となる森林を確保するため育成林

炭素循環へ の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な

の森林の寄 推進と二酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため木材利用を推進する。

与の維持 関連する主な施策として、除間伐を主体に森林整備を推進するとともに、治

山事業における間伐材等の利用促進や間伐材を使用した紙製品の普及に取り

組む。

Ⅵ 社会の 国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的

要望を満た な発揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれ

す長期的・ あいの確保のためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取

多面的な社 り組む。関連する主な施策として、「レクリエーションの森」のＰＲや施設

会・経済的 整備等に努めるなど、「国民の森林」として充実を図るとともに、学校のカ

便益の維持 リキュラムへの森林環境教育の導入、「遊々の森」の設定の推進、教職員を

及び増進 対象とした森林教室の実施等、学校との連携の強化に取り組む。

Ⅶ 森林の Ⅰ～Ⅵで記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理

保全と持続 経営を行うため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画制度の適切な運

可能な経営 用はもとより、管理経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進める

のための法 とともに、モニタリング等を通じて森林資源の状況を把握する。関連する主

的、制度的 な施策として、国有林モニターを活用し、国有林野事業等に対する意見、要

及び経済的 望等を聴取するとともに、国有林野事業の運営等について国民の理解の促進

枠組 を図る。
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④ 政策課題への対応

本計画区の国有林では、国土保全や水源かん養等の公益的機能の維持増進、森林・林業再

生に向けた取組、森林環境教育や森林とのふれあい、国民参加の森づくりの推進、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応している。

とりわけ、森林・林業の再生に向けた取組としては、林業事業体等への計画的な事業の発

注による安定的・計画的な木材の供給、准フォレスターの活用による民有林行政支援、民有

林・国有林一体となった森林共同施業団地の設定等に取り組んでいるところである。

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、

・山地災害防止タイプ（土砂流出・崩壊防備エリア、気象害防備エリア）

・自然維持タイプ

・森林空間利用タイプ

・快適環境形成タイプ

・水源涵養タイプ

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。

なお、地域別の森林計画における公益機能別施業森林との関係は下表の通り。

○ 機能類型と公益的機能別施業森林の関係

公益的機能別施業森林

水源涵養機 山地災害防 快適環境形 保健機能維

機能類型 能維持増進 止機能／土 成機能維持 持増進森林

森林 壌保全機能 増進森林

維持増進森

林

山地災害防 土砂流出・崩壊防備エリア ○ ○

止タイプ 気象災害防備エリア ○ ○ ○

快適環境形成タイプ ○ ○

水源涵養タイプ ○

自然維持タイプ ○ ○ ○

森林空間利用タイプ ○ ○ ○

また、機能類型区分に応じた管理経営にあたっては「管理経営の指針」（別冊）によるほ

か、次の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこととす

る。なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業により生じ

る木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス利用等の地域ニ

ーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。

① 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設の被害の

防備その他災害に強い国土基盤の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、次の事

項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地質や地形等の地況、森林現況等を踏ま



- 6 -

えた適切な管理経営を行うこととする。

ア 土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深くかつ広く発達

し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が良好な森林で

あって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森林を整

備の目標とする。

イ 気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生してい

るなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林を目標

とする。

山地災害防止タイプの面積

（単位：ha）

区 分 山地災害防止タイプ うち、土砂流出・崩壊 うち、気象害防備

防備エリア エリア

面 積 9,043 8,369 674

② 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資

源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、原則として自然の

推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に配慮した管理経営を行うこととする。

自然維持タイプの面積

（単位：ha）

区 分 自然維持タイプ うち、保護林

面 積 16,627 15,205

③ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等の活動の場及

び優れた景観の提供に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの保健・文化的

利用の形態に応じた管理経営を行うこととする。

森林空間利用タイプの面積

（単位：ha）

区 分 森林空間利用タイプ うち、レクリエーションの森

面 積 197 88
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④ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

快適環境形成タイプは、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による気象緩和等人間の

居住環境を良好な状態に保全する機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの機能に

応じた管理経営を行うこととする。

快適環境形成タイプの面積

（単位：ha）

区 分 快適環境形成タイプ

面 積 －

⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点的に発

揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源涵養機能を高めるため、浸透・保水能力

の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強い森林の整備を目標と

して管理経営を行うこととする。

水源涵養タイプの面積

（単位：ha）

区 分 水源涵養タイプ

面 積 15,877

（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

民有林関係者と連携して推進する森林の流域管理システムの下、森林の有する多面的機能

の持続的発揮を基本としつつ、我が国の森林・林業の再生に貢献していくため、熊毛流域森

林・林業活性化協議会等の場を通じ、県・市町村等との密接な連携を図るとともに、組織・

技術力・資源を活用し、民有林経営の支援等に積極的に取り組むこととする。

また、このことを通じて、地域経済の発展や山村地域の振興に寄与するよう努めるものと

する。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

林業事業体等と連携し、低コストで効率的な施業を展開するとともに、これに関する研修

会の開催等を通じ、民有林に対する低コストで効率的な施業の普及に努める。

② 林業事業体の育成

民有林行政と連携しつつ、林業事業体への計画的な事業の発注、安定的・計画的な木材の

供給及び林業事業体の育成に努める。

さらに、流域で生産された木材の利用促進、システム販売の推進及び木質バイオマス資源

の活用に向けた木材需給情報の交換に努める。

③ 民有林と連携した施業の推進

森林共同施業団地の設定により、民有林・国有林一体となった効率的な路網の整備、計画

的な間伐の実施等に努める。
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森林共同施業団地の概況

面積(ha)

箇所数

国有林 民有林

1 3,801 3,440

④ 森林・林業技術者等の育成

事業の発注や研修フィールドの提供等を通じて、民有林の人材育成支援に努める。

⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

産官学連携の下、林業の低コスト化に向けた技術開発の推進に努める。

⑥ その他

国民の森林としての管理経営を推進する観点から、小中学生を対象にした森林環境教育の

推進、生物多様性の保全に係る取組の推進（地元自治体等と連携した鳥獣被害対策の実施

等）、安全・安心の取組に係る情報提供等に努める。

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を

行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

（１）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項

国有林に隣接・介在する民有林の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であること

等から森林所有者等による施業が行われず、当該民有林における土砂の流出等の発生が国有

林の発揮する国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼしたり、外来樹種の繁茂等が国有林野

で実施する駆除の効果の確保に支障を生じさせる場合がある。

このような場合、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なもの

として、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用した

施業、地域の森林における生物多様性の保全を図る上で必要となる外来樹種の駆除等を民有

林と一体的に行い、民有林の有する公益的機能の維持増進にも寄与するよう、公益的機能維

持増進協定制度の活用に努めることとする。

（２）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び

保全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、民有林の森林所有者等にも原則として相応

の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的な森林の整備及び保全の実施に

向けた条件整備を進めることとする。



（案）

第４次国有林野施業実施計画書

（熊毛森林計画区）

（第２次変更計画）

自 平成２３年４月 １日

計画期間

至 平成２８年３月３１日

（平成２５年３月変更）

九 州 森 林 管 理 局





国有林野施業実施計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林

野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第14条第2項に基づき、変更するもの

である。

なお、本変更計画の効力は、平成２５年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２３年３月策定、平成２４年３月変更、計画期間：平成２３年４月１日～

平成２８年３月３１日）の変更内容

（１）「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」の「（２）水源涵養タイプ

における施業群別面積等、（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積、（４）伐採

総量、（５）更新総量、（６）保育総量」を上記理由により変更する。

（２）「７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域」を上記理由により変更する。

（３）「８ その他必要な事項」の「（４）森林共同施業団地」を上記理由により変更する。
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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

（２）水源涵養タイプにおける施業群別面積等 （単位：ha）

施 業 群 面 積 取 扱 い の 内 容 伐期齢等

伐採箇所の縮小、分散化による スギ 40～60
スギ・ヒノキ普通伐期 3,225.83

皆伐新植を行う ヒノキ45～70

伐採箇所の縮小、分散化、長期化
施 ス ギ 長 伐 期 2,848.02 70 ～ 100

による皆伐新植を行う

ヒ ノ キ 長 伐 期 289.24 同 上 80 ～ 120

ア カ マ ツ 長 伐 期 272.25 同 上 80

業 伐採箇所の縮小、分散化による
そ の 他 人 工 林 28.96 60上

皆伐新植を行う

保 護 樹 帯 1,725.90 被害木等について択伐を行う 60

伐採箇所の縮小、分散化による
天 然 林 0.79 60上

皆伐を行う

伐採箇所の縮小、分散化、長期化に 輪伐期 240
ヤ ク ス ギ 長 伐 期 2,951.36

よる択伐を行う 回帰年 30

伐採箇所の縮小、分散化、長期化
群 天 然 林 長 伐 期 1,970.51 100

による択伐及び皆伐を行う

伐採箇所の縮小、分散化による
天 然 林 広 葉 樹 2,203.71 35上

択伐及び皆伐を行う

皆伐1回目以降は、ぼう芽更新を行う
し い た け 原 木 7.12 15

施 業 群 設 定 外 －

合 計 15,523.69

注 スギ・ヒノキ普通伐期のスギ４０～６０年、ヒノキ４５～７０年及びスギ長伐期７０～１０
０年、ヒノキ長伐期８０～１２０年は、地域管理経営計画の経常樹立年度において逐次、それ
ぞれ６０年、７０年、１００年、１２０年伐期に移行させることを含む。
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（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積

（単位：ha）

施 業 群 上限伐採面積

スギ・ヒノキ普通伐期 230

ス ギ 長 伐 期 142

ヒ ノ キ 長 伐 期 12

ア カ マ ツ 長 伐 期 17

そ の 他 人 工 林 2

保 護 樹 帯 143

ヤ ク ス ギ 長 伐 期 491

天 然 林 長 伐 期 98

天 然 林 広 葉 樹 314

し い た け 原 木 2
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（４）伐採総量
（単位：ｍ3、ha）

林 地 林
区 分 地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以
伐採量 外

山地災害防止タイプ － 20,848 20,848
(332)

自然維持タイプ － 1,855 1,855
(32)

森林空間利用タイプ － － －
(－)

快適環境形成タイプ － － －
(－)

ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ普通伐期 14,179 147,753 161,932

スギ長伐期 3,743 85,022 88,765
水
源 ヒノキ長伐期 － 999 999
涵
養 ヤクスギ長伐期 798 38,845 39,643
タ
イ 天然林広葉樹 － 94 94
プ

天然林長伐期 － 401 401

計 18,720 273,114 291,834
(3,610)

合 計 18,720 295,817 314,537 2,963 317,500 － 317,500
(3,974)

年 平 均 3,744 59,163 62,907 593 63,500 － 63,500
(795)

注：( )は、間伐面積である。

（再掲）市町村別内訳 （単位：ｍ3）

林 地 林地
市 町 村 名 以外 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計
伐採量

西之表市 － 2,032 2,032

南種子町 1,714 744 2,458

屋久島町 17,006 293,041 310,047
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（５）更新総量 (単位：ha）

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計
防止ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ 利用ﾀｲﾌﾟ 形成ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ

単 層 林
人 造 成 － － － － 21.03 21.03
工
造 複 層 林
林 造 成 － － － － － －

計 － － － － 21.03 21.03

天然下種
第 １ 類 － － － － － －

天
然 天然下種
更 第 ２ 類 － － － － 37.54 37.54
新

ぼ う 芽 － － － － － －

計 － － － － 37.54 37.54

合 計 － － － － 58.57 58.57

（６）保育総量 (単位：ha）

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計
防止ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ 利用ﾀｲﾌﾟ 形成ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ

下 刈 － － － － 25.26 25.26

保 つる切 － － 0.31 － － 0.31

除 伐 － － 0.25 － 8.36 8.61

育 枝 打 － － － － － －

ぼう芽整理 － － － － － －

計 － － 0.56 － 33.62 34.18

７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域

名 称 区 域 面 積 森林施業 林道の 設定年及び 備考
(林小班) (ha) の種類 開設等 有効期間

該当なし 民

国

８ その他必要な事項

（４）森林共同施業団地

名 称 対象地 面積 連携した施業の内容 備 考
(林小班) (ha)

屋久島地域森林整 民 屋久島地域森林 3,440 間伐の実施
備推進協定 整備推進協定書 間伐材の販売

国 による 3,801 路網の整備


