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Ⅰ 計画の大綱 

この国有林の地域別の森林計画は、森林法第７条の２規程に基づき、全国森林計画に即して、

沖縄北部森林計画区に係る国有林について、令和６年度から令和 15年度までの 10年間について

樹立するものである。 

 

１ 森林計画区の概況 

(1) 自然的背景 

ア 計画区の位置及び面積 

本計画区は、琉球列島の北東部に位置し、名護市、国頭郡、島尻郡の伊平屋村、伊是名

村を包括する１市２町９村からなり、区域面積は82,548haで沖縄県総面積228,220haの36％

を占めている。 

国有林は、沖縄本島北部の名護市、国頭村、東村、伊江村、伊平屋村の１市４村に

11,986ha所在している。このうち、本計画の対象とする国有林は 7,561haとなっている。 

残りの 4,425haのうち 4,395haについては、沖縄県へ無償貸付している。 

令和３年７月に世界遺産一覧表に記載された「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表

島」の構成資産の一部となっており、世界的に貴重な固有種や絶滅危惧種が数多く生息・

生育しており、国際的にも希少な固有種に代表される生物多様性保全上重要な地域となっ

ている。 

 

イ 地勢 

  本計画区は、比較的山岳が発達し沖縄本島の最高峰である与那覇岳(503ｍ)をはじめ、

西銘岳(420ｍ)、照首山(395ｍ)、伊湯岳(446ｍ)、多野岳(385ｍ)、伊部山(352ｍ)、名護

岳(345ｍ)等 300～400ｍ級の山岳が島の中央部を縦走している。 

本部半島に、八重岳(454ｍ)、嘉津宇岳(452ｍ)等がある。 

これら山岳は標高100～300ｍにかけて丘陵性台地を形成し、海岸まで迫っている。 

東側は太平洋、西側は東シナ海に面している。 

水系は、中央脊梁を水源に東西に走っている。福地川、安波川、辺野喜川、羽地大川

等の延長は短く、集水区域も狭いため、多量の降水量にもかかわらず雨水は速やかに海

に流去している。 

 

ウ 地質及び土壌 

  地質は、古期岩層に属する地域で古生層、洪積層が広く分布する。 

古生層は、主として粘板岩、砂岩からなり、チャート、結晶質石灰岩や礫岩を混じえて

いる。洪積層は、国頭礫層と呼ばれ、定高性段丘面上に、古生層や琉球石灰岩を不整合

に覆って発達する。 

国有林の北東部は、中生代の名護層及び新生代の嘉陽層が分布し、千枚岩、粘板岩、

砂岩、礫岩、泥岩等を基岩としている。また、海岸の段丘面には洪積世の国頭礫層と呼

ばれる砂、シルト、礫等が分布している。 

土壌は、赤黄色土、暗赤色土、未熟土、岩屑性土壌の４土壌群が見られる。 

黄色土壌は、古生層粘板岩、砂岩、チャート、珪岩を母材とし、山地帯及び谷低面に支
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配的に分布する。暗赤色土壌は、古生層石灰岩や琉球石灰岩を母材とし、海岸段丘面や

山地に分布する。この土壌は非常に重粘である。 

 

エ 気候 

気候は、亜熱帯海洋性気候に属し温暖多雨である。なお、夏から秋にかけて襲来する

台風と冬季の季節風は、農林業等にかなりの潮風害をもたらしている。 

年平均気温及び降水量（H30～R4の平均)は、名護観測所で23.2℃、2,678mmとなってい

る。 

 

(2) 社会経済的背景 

ア 土地利用の現況 

  本計画区の総面積は 82,548ha であり、そのうち森林面積は 52,590ha で林野率は 64％

である。本計画の対象とする国有林面積は 7,561ha で森林面積の 14％となっている。耕

地面積は6,740haで、総面積の8％となっている。 

 

イ 人口 

     本計画区の人口は、令和５年３月の沖縄県市町村概要によると132千人で、沖縄県総人

口1,486千人の9％を占めている。人口密度は159人/㎢で沖縄県平均の651人/㎢と比べると

低くなっている。 

 

ウ 交通 

  本計画区の道路網は、復帰後の公共投資により整備が進められ、陸路は、西側に国道５

８号、東側を県道が走っている。 

海路は、本部港から伊江島へ、運天港から伊是名島、伊平屋島へそれぞれ定期便が出

ている。 

 

エ その他産業の概要 

  本計画区の産業別就業人口の構成比は第１次産業が 4％、第２次産業及び第３次産業が

96％となっている。 

 

(3) 森林・林業の動向 

   国有林の概況 

   本計画区の国有林は、沖縄森林管理署で管理経営している。 

本計画の対象とする国有林面積は、7,561ha で九州森林管理局国有林面積の 1％となって

いる。このうち、国有林独自の保護制度である「やんばる森林生態系保護地域」の設定区

域3,007haは、令和３年７月に世界遺産一覧表に記載された「奄美大島、徳之島、沖縄島北

部及び西表島」の構成資産の一部となっている。 

蓄積は、1,133千㎥で九州森林管理局総蓄積の1％を占めている。 

人工林面積は、376haで人工林率は5％となっている。 

森林の種類は、普通林が4,180haで55％を占めており、制限林が3,381haで45％となって
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いる。 

制限林の96％が、やんばる国立公園の特別地域となっている。 

 

２ 前計画の実行結果の概要及びその評価 

  前計画の前半５カ年（平成 31 年度～令和５年度）の実行結果の概要については、次のとお

りである。（令和５年度は実行予定を計上している。） 

伐採立木材積については、世界自然遺産一覧表への記載に向けた取り組みが進められてい

た等から支障木等の最小限の伐採を実行した。 

 造林については主伐が支障木伐採のみであったため、人工造林、天然更新ともに更新はな

かった。 

  治山事業については、緊急度の高い箇所から実行した。 

(6)
主伐 (3)
間伐（材積） (－)
間伐（面積） (－)

(－)
人工造林 (－)
天然更新 (－)

開設： -㎞ 拡張： -箇所 開設： -㎞ (－) 拡張： -箇所 (－)
指定： -ha 解除： -ha　 指定： -ha 解除： -ha　 (－)

保安林の整備 (－)
保全施設 (42)

保安林の指定解除
治山事業

10ha　

-㎥　

項　　　目
伐採立木材積

造林面積
-ha　

林道等の開設又は拡張

計　　　画

4ha　
6ha　

3,000㎥　
3,000㎥　

実　　　行

5ha　
12箇所

169㎥　
87㎥　
82㎥　

-ha　
-ha　
-ha　

4ha　

-ha
5箇所  

注 ( )内の数値は計画量に対する実行量の割合である。 

 

３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 

  森林は、国土の保全、水源の涵
かん

養、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、文化の形成、木

材等の物質生産等の多面的機能を有しており、国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会

資本」である。 

とりわけ、我が国の森林は、戦後に積極的に造成された人工林を主体に蓄積が年々増加し

ており、多くの人工林が利用期を迎え、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造

成すべき段階にある。しかしながら、国産材の供給量が着実に増加する一方で、林業採算性

の長期低迷等から主伐後の再造林が十分に行われていない現状にある。また、我が国の経済

社会は、少子高齢化と人口減少が一層進行するほか、豪雨の増加等により山地災害が頻発す

るなど大きな情勢の変化が生じている。 

このような中で、森林資源を有効に利用しながら森林の有する多面的機能の持続的な発揮

を図るためには、より効率的かつ効果的な森林の整備及び保全を進めていく必要がある。こ

うした情勢を踏まえ、森林の現況、自然条件、社会的条件、国民のニーズ等に応じて、施業

方法を適切に選択し、計画的に森林の整備及び保全を進め望ましい森林の姿を目指していく。 

本計画においては、このような基本的な考え方に即し、沖縄北部森林計画区における森林

の整備及び保全の目標、森林施業、林道の開設、森林の土地の保全、保安施設等に関する事

項を明らかにする。なお、計画の樹立に当たっては、民有林・国有林間での一層の連携強化

のもと、その効率的な実行が図られるものとなるよう配慮する。



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 計画事項 
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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 7,560.68  

市

町

村

別

内

訳 

国 頭 村 3,980.70  

東 村 3,548.83  

伊 江 村 24.44  

伊 平 屋 村 6.71  

注１ 国有林の地域別の森林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国有林とする。 

注２ 森林計画図は、九州森林管理局及び沖縄森林管理署において縦覧に供する。 
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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並びに基本方針 

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注を総合的かつ高度に発揮さ

せるため、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。 

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、

森林の有する水源涵
かん

養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、

文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面

的な実施、林道等の路網の整備、森林施業の合理化、保安林制度の適切な運用、治山施設の

整備、森林病害虫や野生鳥獣害による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。 

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の

自然環境の変化にも配慮する。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉発生源

対策を加速化するとともに、流域治水と連携した国土強靱化対策を推進する。加えて、航空

レーザ測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備に

より、現地調査の省力化や適切な伐採区域の設定、林道等の路網整備の効率化、崩壊リスク

が高い箇所における効果的な治山施設の配置等を推進する。あわせて、シカ等による森林被

害も含めた森林の状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの継続的な実施や森

林ＧＩＳの効果的な活用を図る。 

その上で、森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の目標並びに基本方針を以下に定め

る。 

 

注 国有林の地域別の森林計画においては、森林の有する国土の保全、水源の涵
かん

養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の

防止、林産物の供給等の多面にわたる機能のことを「森林の有する多面的機能」と表現し、このうち、林産物の供給に関する機

能以外の機能を「森林の有する公益的機能」と表現する。 
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森林の有する機能 森林の整備及び保全の目標 森林の整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

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 

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水

源地周辺の森林並びに地域の用水源として重要な

ため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林

は、水源涵
かん

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。 

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

小及び分散を図ることとする。また、自然条件や

国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林に

おける針広混交の育成複層林化など天然力も活用

した施業を推進する。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵
かん

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。 

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 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及

ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の

崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のあ

る森林は、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。 

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

裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。ま

た、自然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。 

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。 
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森林の有する機能 森林の整備及び保全の目標 森林の整備及び保全の基本方針 

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 

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林

等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森

林及び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

森林として整備及び保全を推進する。 

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。 

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。 

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 

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。 

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供す

る観点から、自然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。 

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。 

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 

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。 

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。 

また、風致の保存のための保安林の指定やそ

の適切な管理を推進する。 
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森林の有する機能 森林の整備及び保全の目標 森林の整備及び保全の基本方針 

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 

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等に適

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。 

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。 

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 

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。 

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、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して、将来にわた

り育成単層林として維持する森林では、主伐後

の植栽による確実な更新を行う。この場合、施

業の集約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。 

注１ 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水

や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないこと

に留意する必要がある。 

２ これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸散発 

   散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。 
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(2) 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 

計画期間において到達し、かつ、保持する森林資源の状態等は以下のとおり。 

                                                             単位 面積：ha 

区分 
現況 

（令和５年３月31日） 

計画期末 

（令和16年３月31日） 

面積 

育成単層林 

育成単層林とは、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。例えば、植栽による

スギ・ヒノキ等からなる森林。 

374 366 

育成複層林 

育成複層林とは、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。例えば、針葉樹

を上木とし、広葉樹を下木とす

る森林。 

3,626 3,631 

天然生林 

天然生林とは、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。例えば、天

然更新によるシイ・リュウキュ

ウマツ等からなる森林。 

3,561 3,563 

森林蓄積（㎥／ha） 153 172 

注１ 「人為」とは、目的に応じ、植栽、更新補助(天然下種更新のための地表のかきおこし・刈払い等）、芽かき、下刈、除伐

等の保育及び間伐等の作業を行うこと。 

２ 「複数の樹冠層」とは、林齢や樹種の違いから樹木の高さが異なることにより生ずるもの。 

３ 「天然力」とは、自然に散布された種子が発芽・生育することをいう。 

４ 「天然生林」には、無立木地、竹林を含む。 

５ 四捨五入の関係で現況及び計画期末期の面積が合わないことがある。 

 

２ その他必要な事項 

世界自然遺産地域の構成一部である「やんばる森林生態系保護地域」において、モニタリン

グや巡視、普及啓発等を行うなど、引き続き関係行政機関等と連携・協力して当該地域の保

護・管理に取り組む。 
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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(間伐に関する事項を除く。） 

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

伐採については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月 16

日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）を踏まえて行うこととし、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事項によるほか、次に

掲げる基準による。 

 

ア 育成単層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条

件等、林業技術体系等からみて、人工造林又は天然下種第１類及びぼう芽更新等により

林地生産力の向上が期待される森林及び森林の有する公益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ついて、以下の事項に留意の上、実施する。 

 

(ｱ) 主伐に当たっては、自然条件等及び森林の有する公益的機能の確保についての必要

性を踏まえ、１箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇所の分散に配慮する。 

また、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等の

ため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置する。 

 

(ｲ) 主伐の時期については、上記ア（ｱ）のほか、多様な木材需要に対応できるよう、地

域における既往の施業体系、樹種特性を踏まえ、下記オを目安として多様化、長期化

を図る。 

 

(ｳ) 天然更新を前提とする場合には、種子の結実や散布状況、天然稚樹の生育状況、母

樹の保存等に配慮する。 

 

イ 育成複層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条

件等、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層

を構成する森林として成立し、森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下

の事項に留意の上、実施する。 

 

(ｱ) 主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然条件等を踏まえ、

森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととする。また、立地条件、

下層木の生育条件等を踏まえ、帯状又は群状の伐採等の効率的な施業の実施について

も考慮する。 

 

(ｲ) 択伐による場合は、林地生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう適切

な伐採率、繰り返し期間による。 

 

(ｳ) 天然更新を前提とする場合には、上記ア(ｳ) による。 
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ウ 天然生林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条件

等、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより的確な更新及び森

林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上、実施する。 

 

(ｱ) 主伐については、上記ア(ｱ) による。 

 

(ｲ) 国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のために禁伐その他の施業を行う必要の

ある森林については、その目的に応じて適切な施業を行う。 

 

エ 保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第

10 条に規定されている森林については、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とともに、森林生産力の維持増進が図られる施業

方法による。 

 

オ 主伐の時期 

皆伐を行う人工林の主伐の時期は、次のとおり。 

樹 種 期待径級 仕立方法 
主伐時期 

の目安 

リュウキュウマツ 26cm～ 中仕立 45年 

注 期待径級は、胸高直径とした。 

 

カ 伐採に関する留意事項 

(ｱ) 皆伐を行う森林 

１箇所当たりの伐採面積の限度は、おおむね５ha 以下（ただし、１箇所当たりの伐

採面積の限度が５ha 以下で指定されている保安林等にあっては、その制限の範囲内）

を原則とし、その他の制限林にあっては、その制限の範囲内とする。ただし、分収林

の伐採面積については、契約面積を上限とする。 

なお、伐採箇所は努めて分散を図るとともに、適切に保護樹帯等を設置することに

より、新生林分の保護、土砂の流出の防備、自然景観の維持等を図る。 

また、新植を予定する林分に、利用径級に達しない有用樹の小径木であって、形質

の優れているものが生育している場合は、努めて保残する。 

 

(ｲ) 天然更新を行う森林 

天然更新を行う森林は、リュウキュウマツ、カシ等の有用天然木を主とする森林で

あって、天然下種による更新が確実な林分及びぼう芽による更新が確実な林分とする。 

１箇所当たりの伐採面積は、皆伐を行う森林に準ずるが、特に確実な更新を確保す

るため、伐採区域の形状、母樹の保残等について配慮するとともに、将来旺盛な成長

が期待できる中小径木については、努めて保残し育成する。 

伐採を行うに当たっては、天然稚樹の発生状況、種子の結実状況等を勘案し適正な

時期を選定する。 
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(ｳ) 択伐を行う森林 

択伐林分については、健全な林分を維持造成するため、林況に応じた択伐を行い、

保護樹帯については、広葉樹を主体とする林分を期待し、新生林分の保護、風致の維

持等の保護樹帯の効果を十分発揮できる森林の維持造成に努め、伐採は保護樹帯の防

風効果の維持向上を図るため、健全な立木の育成と老齢木の除去を目的とした単木択

伐を行う。 

国土保全上重要な箇所については、老齢木・被害木の除去等により森林の各種被害

の防止と活性化に資するため、原則として単木択伐を行う。 

水資源の確保、風致景観の維持上重要な箇所については、森林の有する公益的機能

の確保と資源の有効利用を図るため、群状択伐又は単木択伐を行う。 

 

(2) 立木の標準伐期齢 

立木の標準伐期齢は、主要な樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準として、森

林の有する公益的機能、既往の伐採齢及び森林の構成等を勘案して次のとおり定める。 

地 区 

樹 種 

リュウキュウマツ 広葉樹 

沖縄北部 35年 35年 

 

(3) その他必要な事項 

該当なし 

 

２ 造林に関する事項 

 

(1) 人工造林に関する事項 

ア 人工造林の対象樹種 

該当なし 

 

イ  人工造林の標準的な方法 

  該当なし 

 

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

該当なし 

 

(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 

原則として高木性の樹種を対象とする。 
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イ 天然更新の標準的な方法 

天然更新を導入する場合は、森林の確実な更新を図ることを旨として、下層植生、立

地条件、前生樹等を勘案して、地表処理、刈り出し、植え込み及び芽かきを適切に行う。 

また、更新が完了していないと判断される場合は、既往の天然有用樹種を勘案の上、

最も適合した樹種を選定・植栽等により確実に更新を図る。 

樹種ごとの留意事項を以下に示す。 

樹種 留意事項 

マツ類 

原則として天然更新によることとし、マツ類の生態的適地で、かつ、マツ

類が現存し植生状態等の立地条件から、天然更新による成林が可能な箇所を

選定し、伐採後に刈払い、かき起こし、稚樹刈出し等必要な更新補助作業を

行う。 

その他広葉樹 

有用広葉樹を育成、確保するため地理的条件、土壌条件等から、広葉樹の

適地を対象として、ぼう芽による更新を図るとともに刈払い、植込み等の更

新補助作業による育成単層林施業及び育成複層林施業を推進する。 

(3) その他必要な事項 

該当なし 

 

３ 間伐及び保育に関する事項 

(1) 間伐の標準的な方法 

該当なし 

 

(2) 保育の標準的な方法 

ア 人工林 

該当なし 

 

イ 天然林 

育成単層林及び育成複層林においては、有用天然木の生育と植生の繁茂状況等現地の

状況を考慮のうえ適切に保育を行う。 

 育成単層林／育成複層林 

下
刈 

植込みを行った部分に導入する。 
なお、天然下種第２類で更新を完了した箇所のうち、有用天然木が競合植生により被圧

され、成立本数の減少や成長阻害の恐れがある箇所についても必要に応じて下刈を実施す
る。 

つ
る
切 

つる類の繁茂が著しく、有用天然木の形質を阻害する恐れのある箇所とする。 

除
伐 

除伐箇所は、有用天然木の混交割合が本数率で 30％以上を占め、かつ、３ｍの通直木が
ha 当たり 4,000 本以上成立している林分であって、有用天然木以外の上木等の影響を受け
光不足のため生育が阻害される恐れのある箇所とする。 
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更新・保育標準表（育成単層林（天然林型）へ導くための施業） 

林齢 

 

作業種 

伐
採
前
２
年 

 
 

 

１
年 

伐

採 

伐
採
後
１
年 

 
 

 

２
年 

更
新
完
了
１ 

 
 

 
 

２ 

 
 

 
 

３ 

 
 

 
 

４ 

 
 

 
 

５ 

 
 

 
 

６ 

 
 

 
 

７ 
   

15 

～ 

20 

更新 ササ処理                 

補助 地かき                 

作業 刈出し                 

 植込み                 

下 刈                 

つ る 切                 

除 伐                 

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。 

なお、下刈は、植込み箇所を対象に実施する。 

 

更新・保育標準表（育成複層林（天然林型）へ導くための施業） 

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。 

なお、下刈は植込み箇所を対象に実施する。(伐)は、伐採跡地で更新完了に至らないもの。 

 

(3) その他必要な事項 

該当なし 

  

林種 

作業種 

(伐) 

１年 

(伐) 

２年 

更新 

完了 

２ ３ ４ ５ ６    10    15 

地 床 処 理                 

刈 出 し                 

植 込 み                 

下 刈                 

除 伐                 
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４ 公益的機能別施業森林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内における施業の方法 

公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法については、別表１のとお

り定める。 

また、公益的機能別施業森林の区域設定及び施業の方法の考え方は以下のとおりとする。 

区 域 区域設定の考え方 施業方法の考え方 

水源の涵
かん

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
かん

養の高度発揮が求められて

いる森林について、森林の維持及び

構成、当該区域に係る地域の要請等

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。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。 

伐期の長期化及び伐採面積の縮

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、自然条件に応じて長伐期施業、

択伐による複層林施業、択伐以外の

方法による複層林施業を推進する。 

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 

 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、択伐
以外の方法による複層林施業など、
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
した施業の方法を推進する。 
なお、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
林のうち、特に地域独自の景観等が
求められる森林において、風致の優
れた森林の維持又は造成のために特
定の樹種の広葉樹を育成する森林施
業を行うことが必要な場合は、これ
を推進する。 

 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。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につ
いてはこの限りではない。 

 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、管理経営の体制の確保
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。 

 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。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。 

 

(2) その他必要な事項 

該当なし 
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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する。 

また、林道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、自然条件や社会的条件

が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、

森林施業の優先順位に応じた整備を推進する。 

基幹路網の現状を以下に示す。 

単位 延長：km 

区 分 路 線 数 延 長 

基幹路網 － － 

 うち林業専用道 － － 

 

(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 

効率的な森林施業を推進するための目安となる路網密度の水準及び作業システムの考え

方は以下のとおり。 

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 110ｍ/ha以上 35ｍ/ha以上 

中傾斜地（ 15°～ 30°） 
車両系作業システム  85ｍ/ha以上 

25ｍ/ha以上 
架線系作業システム  25ｍ/ha以上 

急傾斜地（ 30°～ 35°） 
車両系作業システム  60〈50〉ｍ/ha以上 

15ｍ/ha以上 
架線系作業システム  20〈15〉ｍ/ha以上 

急 峻 地（ 35°～     ） 架線系作業システム   5ｍ/ha以上  5ｍ/ha以上 

注１ 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積する

システム。タワーヤーダ等を活用する。 

２ 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材   

   を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用する 

３ 「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。 

 

(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 

 

   ア 林産物の搬出方法 

     林産物の搬出については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３

年３月16日付け２林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえて行う。 
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   イ 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 

     該当なし 

 

 (4) その他必要な事項 

該当なし 

 

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 

林業に従事する者の養成及び確保については、新規就業者や現場技能者に対する知識・技

術の習得等により、段階的かつ体系的な人材育成を促進するとともに、地域の実態に応じた

林業への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の適

正な受入れ等に取り組むことが求められている。また、林業従事者の通年雇用化、社会保険

への加入促進、技能等の客観的な評価の促進等により、他産業並みの所得水準の確保に向け

て取り組むとともに、労働安全対策を強化し労働環境の改善を図ることと合わせ、森林組合

等の事業連携等や林業経営体の法人化・協業化等の促進を通じた経営基盤及び経営力の強化

等により、長期にわたり持続的な経営を実現できる林業経営体を育成し、林家等に対する経

営手法・技術の普及指導に積極的に取り組むことが重要となっている。 

このため、国有林野事業としても、民有林及び関係機関と連携を図りつつ、請負事業の計

画的発注、間伐木等の販売等を通じた経営の安定強化策、高性能林業機械の導入を含む機械

化の促進のための措置、労働安全衛生対策等により地域の実態に即した林業事業体の雇用の

安定化が図られるよう事業発注時期の公表や技術習得情報の提供、研修機会の提供等に努め

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 

作業システムの高度化については、森林施業の効率化、作業の省力化・軽労化等を推進

するため、機械の自動化を含む高性能林業機械等の導入と稼働率の向上を図ることが重要

となっている。 

このため、素材生産の請負事業の実行に当たっては、搬出路網の拡充、必要な作業土場

等の確保、ロットのまとまり、オペレーター養成等の環境整備に配慮し、高性能林業機械

の導入促進に努め、生産コストの低減、生産性の向上、労働強度の軽減及び若年労働者の

新規参入等の推進に努める。 

 

(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針 

国有林材の安定供給システムによる販売等を通じて木材の計画的、安定的な供給や供給

ロットの拡大に努め、木材の安定的取引関係の確立等による流通・加工コストの低減に寄

与し、需要者ニーズに即した製品を供給しうる体制の確立に民有林と連携しながら取り組

む。 
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(4) その他必要な事項 

森林経営管理制度の導入により、民有林において、森林の経営管理を森林所有者自らが

実行できない場合には、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林について

は意欲と能力のある林業経営者に再委託することとなっていることから、国有林野事業と

しても、事業委託に際してはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮するなど、意欲

と能力のある林業経営者の育成に取り組むとともに、自ら森林経営を実施する市町村を支

援するため、現地検討会の開催等を通じて森林・林業技術の普及や情報提供に取り組む。 
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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) 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 地区（林班） 

東 村 1､2 174.86 

林地の適切な管理並びに

適切な施業の実施により林

地の保全を図るほか、土

石・樹根の採掘、開墾、そ

の他土地の形質の変更に当

たっては、十分留意する。 

なお、保安林については

上記に留意するほか、各保

安林の指定施業要件に基づ

いて行う。 

水源かん養保安林 

総 数 174.86 
  

 

 

(2) 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 

該当なし 

 

(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に

立って森林の適正な保全と利用との調和を図る。 

また、土石の切取り、盛土その他の土地の形質の変更を行う場合には、気象・地形・地

質等の自然条件、行うべき施業の内容等に留意してその実施地区の選定を適切に行う。 

さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等を防止するため、その態様に応じて、法勾配の安

定、法面の緑化、土留工等の防災施設の設置及び水の適切な処理のための排水施設の設置

等の適切な保全措置を講ずる。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年

法律第191号）に基づいて県知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の

集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的

基準を遵守するなど、厳正に対応する。 

 

(4) その他必要な事項 

該当なし 

 

２ 保安施設に関する事項 

(1) 保安林の整備に関する方針 

保安林については、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
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び保全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然的条件、社会的要

請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵
かん

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、水源かん養保安林、土

砂流出防備保安林、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

とともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保する。 

 

(2) 保安施設地区の指定に関する方針 

該当なし 

 

(3) 治山事業の実施に関する方針 

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、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、事前防災・減災の考え方に立ち、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、山腹工及び地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性等に応じ

た形で計画的に推進する。 

その中で、流域保全の観点からの関係機関が連携した取組や地域における避難体制の整

備などのソフト対策との連携を通じ、山地災害の減災に向け、事業実施等の効果的な対策

を講ずる。その際、保安林の配備による伐採等に対する規制措置と治山事業の実施の一体

的な運用、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、

現地の実情を踏まえ、必要に応じて、在来種による緑化や治山施設への魚道の設置など生

物多様性の保全に努める。 

 

(4) その他必要な事項 

該当なし 

 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

 

ア 区域の設定 

設定なし 

 

イ 鳥獣害の防止の方法 

該当なし 

 

(2) その他必要な事項 

該当なし 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針 
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森林病虫害等による被害の早期発見及び早期駆除を図るために、適切な森林の巡視に努

める。 

 

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針（３に掲げる事項を除く。） 

３(1) に定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外における対

象鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえ、必要に応

じて、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（ドロップネッ

ト、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕

獲等の捕獲による鳥獣害防止対策を推進する。 

保護林等においては、上記に準じた鳥獣害防止対策を推進する。 

この際、地元行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業

被害対策等と連携する。 

 

(3) 林野火災の予防の方針 

林野火災等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、地域と連

携した森林巡視、山火事警防等を適時適切に実施する。 

 

(4) その他必要な事項 

該当なし 
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第５ 計画量等 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

単位 材積：千㎥ 

区分 
総数 主伐 間伐 

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 6 1 5 6 1 5 0 0 0 

 うち前半５年分 3 0 3 3 0 3 0 0 0 

 

２ 間伐面積 

単位 面積：ha 

区分 間伐面積 

総数 0 

 うち前半５年分 0 

 

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 15 10 

 うち前半５年分 8 5 

 

４ 林道の開設又は拡張に関する計画               単位 延長：km、面積：ha 

開設/ 

拡張 
種類 区分 

位 置 

(市町村) 
路線名 

延長及び 

箇所数 

利用区 

域面積 

うち前半 

５年分 

図面 

番号 
備考 

開設 

拡張 

該当なし 
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５ 保安林の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 
 うち前半５年分 

総数（実面積） 3,589 3,271  

水源涵
かん

養のための保安林 3,589 3,263  

災害防備のための保安林 49 8  

保健、風致の保存等のための保安林 0 0  

注 総数欄は、２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、水源涵
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。 

 

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 

単位 面積：ha 

指定

/ 

解除 

種類 

森林の所在 面 積 指定又は解除

を必要とする

理由 

備

考 市町村 区域(林班)  うち前半５年分 

指定 

 

水源かん養 

保安林 

東村 3～5､7､ 

14～19 

1,178.77 0.00 水資源の確保

及び水質保全

のため 

 

水源かん養

保安林 

国頭村 27､28､ 

30～41､ 

44～46 

2,231.59 0.00 水資源の確保

及び水質保全

のため 

 

土砂流出 

防備保安林 

国頭村 44 42.73 0.00 土砂の流出防

止のため 

 

計 
 3,453.09 0.00   

 

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 

単位 面積：ha 

種 類 

指定施業要件の整備区分 

伐採方法の 

変更面積 

皆伐面積の 

変更面積 

択伐率の 

変更面積 

間伐率の 

変更面積 

植栽の 

変更面積 

該当なし      
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(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 

単位 面積：ha 

森林の所在 面積 
指定を必要とする理由 備考 

市町村 区域(林班)  うち前半５カ年分 

該当なし      

 

(3) 実施すべき治山事業の数量 

単位 地区 

森林の所在 治山事業施工地区数 

主な工種 備考 

市町村 区域(林班)  うち前半５年分 

東 村 1､2､16､17 4 4 渓間工、山腹工  

伊 江 村 74 1 1 植栽工  

伊 平 屋 村 75 1 1 植栽工  

計 6 6   
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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 

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（林班） 伐採方法 その他 

水源かん養保安林 総 数 174.52 別記１参照  

東 村 1､2 174.52 

潮害防備保安林 総 数 7.55 

東 村 66 0.20 

伊 江 村 74 0.64 

伊平屋村 75 6.71 

国立公園 

特別保護地区 

総 数 2,430.96 別記２参照 

 国 頭 村 28､30～43､45 1,752.19 

東 村 3～5､7､19 678.77 

国立公園 

第１種特別地域 

総 数 345.99 

国 頭 村 33､35～37､44､46 284.19 

東 村 2 61.80 

国立公園 

第２種特別地域 

総 数 214.49 

国 頭 村 28､41～46 214.49 

国立公園 

第３種特別地域 

総 数 269.15 

国 頭 村 28､42～44 269.15 

鳥獣保護区 

特別保護地区 

総 数 219.64 

国 頭 村 40､41､45 219.64 

 

２ その他必要な事項 

該当なし 
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別表１ 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法 

１ 水源の涵
かん

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 

単位 面積：ha 

区 分 森林の区域（林班） 面 積 施業方法 

総 数  4,078.76  

市
町
村
別
内
訳 

国 頭 村 27､28､30～46 2,634.17 
伐期の延長、複層林施業

（択伐以外）、複層林施業
（択伐）のいずれかにより、
水源の涵

かん

養機能の維持増進を
図る。 

東 村 1～5､7､12､14～19､21､66 1,413.44 

伊 江 村 74 24.44 

伊 平 屋 村 75 6.71 

 

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 

単位 面積：ha 

区 分 森林の区域（林班） 面 積 施業方法 

総 数  3,113.62  

市
町
村
別
内
訳 

国 頭 村 28､30～46 2,316.40 
長伐期施業、複層林施業

（択伐以外）、複層林施業
（択伐）のいずれかにより、
森林の有する土地に関する災
害の防止機能、土壌の保全機
能の維持増進を図る。 

東 村 1～5､7､19､66 766.07 

伊 江 村 74 24.44 

伊 平 屋 村 75 6.71 
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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 

単位 面積：ha 

区 分 森林の区域（林班） 面 積 施業方法 

総 数  31.61  

市
町
村
別
内
訳 

東 村 66 0.46 
複層林施業（択伐）によ

り、快適な環境の形成の機能
の維持増進を図る。 

伊 江 村 74 24.44 

伊 平 屋 村 75 6.71 

 

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 

単位 面積：ha 

区 分 森林の区域（林班） 面 積 施業方法 

総 数  3,044.43  

市
町
村
別
内
訳 

国 頭 村 28､30～46 2,278.82 

複層林施業（択伐）によ
り、保健文化機能の維持増進
を図る。 

東 村 1～5､7､19 765.61 
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別記１ 保安林の森林施業 

区 分 森 林 施 業 備考 

伐
採
の
方
法 

主伐に係るもの １ 水源涵
かん

養、防風、干害防備保安林は、原則として伐採種を

定めない。伐期は、標準伐期齢以上とする。 

２ 土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、水害防備、潮害

防備、魚つき、航行目標、保健、風致保安林は、原則として

択伐とする。伐期は、標準伐期齢以上とする。 

３ 落石防止保安林は、原則として禁伐とする。 

詳
細
に
つ
い
て
は
箇
所
別
の
指
定
施
業
要
件
に
よ
る
□ 

間伐に係るもの １ 主伐ができる森林で、伐採ができる箇所は、樹冠疎密度が

10分の８以上の箇所とする。 

２ 禁伐である森林は、原則として伐採を禁止する。 

伐
採
の
限
度 

主伐に係るもの １ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は

強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐

による伐採をすることができる１箇所当たりの面積の限度を

定める。 

２ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の

材積は、農林水産省令で定める択伐率による材積を超えない

ものとする。ただし、その択伐率は、植栽に係る事項が定め

られた森林で保安林指定後最初に行う箇所は 10 分の４以下、

それ以外の箇所は10分の３以下とする。 

間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積率は、10

分の 3.5以下とする。 

植 栽 植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる箇所を定

める。 

 方法に係るもの おおむね、１ha 当たり農林水産省令で定める本数以上の割合

で均等に植栽する。 

 期間に係るもの 伐採年度の翌年度の初日から起算して２年以内に植栽する。 

 樹種に係るもの 指定施業要件で定める樹種を植栽する。 
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別記２ 自然公園等の森林施業 

区 分 施 業 方 法 の 基 準 

自 

  

然 

 

公 

 

園 

特別保護地区 禁伐 

その他の植物採取も行わないこと。 

第 １ 種 

特 別 地 域 

・原則禁伐 

・風致維持に支障のない場合単木択伐 

・択伐率は現在蓄積の10％以内 

・伐期齢は、標準伐期齢に10年を加えたもの以上とする。 

第 ２ 種 

特 別 地 域 

・原則択伐 

・伐期齢は、標準伐期齢以上とする。 

・風致の維持に支障のない場合皆伐 

一伐区面積は２ha 以内。一定の要件を満たせば伐区面積を増大する

ことができる。 

伐区は努めて分散し、更新後５年を経過しなければ連続して設定で

きない。 

・車道、歩道等の周辺は、単木択伐 

・択伐率  用材林  現在蓄積の30％以内 

       薪炭林  現在蓄積の60％以内 

第 ３ 種 

特 別 地 域 

風致の維持を考慮し、特に制限を受けない。 

鳥獣保護区 

特別保護地区 

鳥獣の生息、繁殖等に支障があるものは択伐とし、その程度の著しい

ものは禁伐。その他の森林は伐採種を定めない。 

 



  

(附)　参 考 資 料





区 域 面 積 森林比率

① 総 数 ② 国 有 林 民 有 林 ②/①×100

(0)

82,548 52,590 7,561 45,029 64

(0)

19,480 16,446 3,981 12,465 84

(0)

6,355 4,826 0 4,826 76

(0)

8,188 5,952 3,549 2,404 73

(0)

21,094 13,740 0 13,740 65

(0)

3,993 1,347 0 1,347 34

(0)

5,437 2,085 0 2,085 38

(0)

5,084 2,925 0 2,925 58

(0)

3,130 1,554 0 1,554 50

(0)

3,784 2,020 0 2,020 53

(0)

2,278 144 24 119 6

(0)

2,182 1,189 7 1,182 54

(0)

1,543 363 0 363 24

最 高 最 低 年 平 均

26.1 20.8 23.2 2,678 南南東

  　３　森林面積は、森林法第2条で定義された森林の面積である。
  　４　四捨五入のため、総数と内訳が一致しない場合がある。
  　５　０と表示されているものは、四捨五入により１に満たないものである。

（附）　参考資料

１　森林計画区の概要
　(1) 市町村別土地面積及び森林面積

今帰仁村

本 部 町

恩 納 村

東 村

名 護 市

大宜味村

　(2) 地況

区 分

資料１　区域面積は、沖縄県市町村概要　令和４年３月

単位　面積：ha、比率：％

　　２　民有林面積は、森林法第２条民有林面積（沖縄県森林管理課及び2020世界農林業センサス結果）
  注１　国有林は、令和５年３月31日現在
  　２　国有林面積には林野庁所管外の森林面積を含み、( )はその他省庁所管で外書き。

金 武 町

森 林 面 積

市
町
村
別
内
訳

総　数

伊是名村

伊平屋村

国 頭 村

宜野座村

伊 江 村

- 37 -

観 測 地
気 温 （ ℃ ） 年間降水量

(mm)

名 護 気 象 台

主風の
方　向

資料　気象庁ホームページ　気象観測データ
　注　気温及び年間降水量は、平成30年～令和４年までの平均値である。

　　イ　地勢
　　Ⅰ－１－(1)－イのとおり

　　ウ　地質及び土壌
　　Ⅰ－１－(1)－ウのとおり（別図１・２参考）

備 考

　　ア　気候
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別図１



別図２
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総 数 う ち 田 う ち 畑 総 数 うち宅地

82,548 52,590 6,740 289 6,451 23,218 2,434

国 頭 村 19,480 16,446 519 7 512 2,515 102

大 宜 味 村 6,355 4,826 261 9 252 1,268 90

東 村 8,188 5,952 366 - 366 1,870 49

名 護 市 21,094 13,740 1,240 26 1,214 6,114 927

今 帰 仁 村 3,993 1,347 785 - 785 1,861 271

本 部 町 5,437 2,085 555 2 553 2,797 316

恩 納 村 5,084 2,925 311 8 303 1,848 186

宜 野 座 村 3,130 1,554 472 - 472 1,104 100

金 武 町 3,784 2,020 283 74 209 1,481 184

伊 江 村 2,278 144 1,080 - 1,080 1,054 122

伊 平 屋 村 2,182 1,189 325 108 217 668 40

伊 是 名 村 1,543 363 543 55 488 637 48

資料１　総数、その他・うち宅地は市町村概要（令和５年３月）
２　森林は、沖縄県森林管理課調べ

３　農地は、農業関係統計（令和３年３月）

４　その他総数は、総数－（森林＋農地）

　注：四捨五入のため、総数と内訳が一致しない場合がある。

森 林

- 40 -

　(3) 土地利用の現況
単位　面積：ha

市
町
村
別
内
訳

区 分

総 数

農 地 そ の 他
区域面積



（４）産業別生産額

第 ２ 次 第 ３ 次

計 農 業 林 業 水 産 業 産 業 産 業

426,392 15,479 13,110 219 2,150 99,908 311,005

国 頭 村 13,433 1,810 1,679 86 45 3,770 7,853

大 宜 味 村 8,438 1,590 1,339 9 242 2,009 4,839

東 村 5,564 742 711 7 24 802 4,020

名 護 市 200,815 2,773 2,314 78 381 41,922 156,120

今 帰 仁 村 19,278 1,751 1,638 5 108 4,889 12,638

本 部 町 44,980 1,457 1,138 2 317 13,796 29,727

恩 納 村 58,024 1,026 624 17 385 17,932 39,066

宜 野 座 村 17,193 821 643 8 170 3,374 12,998

金 武 町 36,473 798 716 0 82 4,489 31,186

伊 江 村 11,909 1,987 1,882 2 103 2,443 7,479

伊 平 屋 村 5,668 250 125 5 120 2,913 2,505

伊 是 名 村 4,617 474 301 0 173 1,569 2,574

資料：沖縄県統計課「沖縄県市町村民所得」(令和元年度)経済活動別市町村内総生産
注　：総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

（５）産業別就業者数

第 ２ 次 第 ３ 次

計 農 業 林 業 水 産 業 産 業 産 業

54,246 6,345 5,630 85 630 7,860 40,041

国 頭 村 2,235 442 368 28 46 287 1,506

大 宜 味 村 1,423 329 316 6 7 224 870

東 村 861 308 286 4 18 99 454

名 護 市 24,117 1,443 1,277 29 137 3,506 19,168

今 帰 仁 村 4,110 896 854 0 42 576 2,638

本 部 町 6,055 524 472 1 51 974 4,557

恩 納 村 4,639 528 405 5 118 462 3,649

宜 野 座 村 2,852 398 331 6 61 434 2,020

金 武 町 4,406 400 365 3 32 758 3,248

伊 江 村 2,214 776 732 1 43 290 1,148

伊 平 屋 村 645 131 88 2 41 137 377

伊 是 名 村 689 170 136 0 34 113 406

資料：総務省統計局等　国勢調査報告（令和２年版）
注　：総数には「分類不能」の産業に従事するものを含む。

市

町

村

別

内

訳

単位　金額：百万円

区 分 総 数
第 １ 次 産 業

総 数
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単位　人数：人

区 分 総 数
第 １ 次 産 業

総 数

市

町

村

別

内

訳
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1
,
0
0
0
束

、
成

長
量

：
1
,
0
0
0
㎥

　
１

１
齢

級
１

２
齢

級
１

３
齢

級
１

４
齢

級
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面
積

材
積

成
長

量
面

積
材

積
成

長
量

面
積

材
積

成
長

量
面

積
材

積
成

長
量

面
積

材
積

成
長

量
4
9
3
.
8
1

7
5

1
,
1
7
8
.
7
4

1
8
8

1
,
5
1
8
.
6
6

2
2
2

2
,
5
5
9
.
6
1

3
6
4

5
9
4
.
8
1

8
2

総
数

4
9
3
.
8
1

7
5

1
,
1
7
8
.
7
4

1
8
8

1
,
5
1
8
.
6
6

2
2
2

2
,
5
5
9
.
6
1

3
6
4

5
9
4
.
8
1

8
2

針
1
3
.
2
8

2
4
3
.
0
2

7
8
9
.
0
5

1
4

8
3
.
9
3

1
4

広
4
8
0
.
5
3

7
3

1
,
1
3
5
.
7
2

1
8
0

1
,
4
2
9
.
6
1

2
0
8

2
,
4
7
5
.
6
8

3
5
0

5
9
4
.
8
1

8
2

総
数

針 広
総

数
針 広

総
数

針 広
総

数
4
9
3
.
8
1

7
5

1
,
1
7
8
.
7
4

1
8
8

1
,
5
1
8
.
6
6

2
2
2

2
,
5
5
9
.
6
1

3
6
4

5
9
4
.
8
1

8
2

針
1
3
.
2
8

2
4
3
.
0
2

7
8
9
.
0
5

1
4

8
3
.
9
3

1
4

広
4
8
0
.
5
3

7
3

1
,
1
3
5
.
7
2

1
8
0

1
,
4
2
9
.
6
1

2
0
8

2
,
4
7
5
.
6
8

3
5
0

5
9
4
.
8
1

8
2

総
数

針 広
総

数
1
1
5
.
2
2

1
9

3
6
2
.
7
3

5
6

1
,
0
9
9
.
0
9

1
6
0

1
,
3
9
2
.
1
8

1
9
4

2
6
5
.
2
2

3
7

針
2
.
3
8

2
3
.
0
5

4
5
2
.
6
9

8
5
3
.
9
3

9
広

1
1
2
.
8
4

1
8

3
3
9
.
6
8

5
2

1
,
0
4
6
.
4
0

1
5
2

1
,
3
3
8
.
2
5

1
8
5

2
6
5
.
2
2

3
7

総
数

3
7
8
.
5
9

5
6

8
1
6
.
0
1

1
3
1

4
1
9
.
5
7

6
2

1
,
1
6
7
.
4
3

1
6
9

3
2
9
.
5
9

4
5

針
1
0
.
9
0

2
1
9
.
9
7

3
3
6
.
3
6

6
3
0
.
0
0

4
広

3
6
7
.
6
9

5
4

7
9
6
.
0
4

1
2
8

3
8
3
.
2
1

5
6

1
,
1
3
7
.
4
3

1
6
5

3
2
9
.
5
9

4
5

注
１

　
人

工
林

及
び

天
然

林
で

点
生

木
の

み
の

林
分

に
つ

い
て

は
、

本
表

の
集

計
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
　

２
　

竹
林

の
集

計
値

に
つ

い
て

は
、

総
計

欄
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
　

３
　

（
　

）
は

、
人

工
林

の
育

成
複

層
林

の
上

、
中

層
木

の
面

積
で

外
書

。

育 　 成

総 数

育 　 成

単 層 林

育 　 成 竹
林

無
立

木
地

区
分

総
数

立 木 地

総 数

人 工 林

総 数

育 　 成

単 層 林 複 層 林

天 然 林
複 層 林

天 然 生

林

単
位

　
面

積
：

h
a
、

材
積

：
立

木
は

1
,
0
0
0
㎥

、
立

竹
は

1
,
0
0
0
束

、
成

長
量

：
1
,
0
0
0
㎥

　
１

７
齢

級
１

８
齢

級
１

９
齢

級
１

５
齢

級
１

６
齢

級
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面
積

材
積

成
長

量
面

積
材

積
成

長
量

1
1
0
.
5
1

1
7

総
数

1
1
0
.
5
1

1
7

針 広
1
1
0
.
5
1

1
7

総
数

針 広
総

数
針 広

総
数

針 広
総

数
1
1
0
.
5
1

1
7

針 広
1
1
0
.
5
1

1
7

総
数

針 広
総

数
1
1
0
.
5
1

1
7

針 広
1
1
0
.
5
1

1
7

総
数

針 広

注
１

　
人

工
林

及
び

天
然

林
で

点
生

木
の

み
の

林
分

に
つ

い
て

は
、

本
表

の
集

計
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
　

２
　

竹
林

の
集

計
値

に
つ

い
て

は
、

総
計

欄
に

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
　

３
　

（
　

）
は

、
人

工
林

の
育

成
複

層
林

の
上

、
中

層
木

の
面

積
で

外
書

。

育 　 成

複 層 林

天 然 林

総 数

育 　 成

単 層 林

育 　 成

複 層 林

天 然 生

林

区
分

総
数

立 木 地

総 数

人 工 林

総 数

育 　 成

単 層 林

竹
林

無
立

木
地

単
位

　
面

積
：

h
a
、

材
積

：
立

木
は

1
,
0
0
0
㎥

、
立

竹
は

1
,
0
0
0
束

、
成

長
量

：
1
,
0
0
0
㎥

　
２

０
齢

級
２

１
齢

級
以

上
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(2

) 
制
限
林
普
通
林
森
林
資
源
表

単
位

　
面

積
：

ｈ
ａ

、
材

積
：

㎥
、

成
長

量
：

㎥
／

年
　

育
成

単
層

林
育

成
複

層
林

計
育

成
単

層
林

育
成

複
層

林
天

然
生

林
計

針
1
0
8
.
9
2

1
0
8
.
9
2

9
6
.
8
1

0
.
3
5

9
7
.
1
6

2
0
6
.
0
8

広
7
2
.
1
0

7
2
.
1
0

2
,
9
1
8
.
4
6

1
1
9
.
7
3
3
,
0
3
8
.
1
9

3
,
1
1
0
.
2
9

計
1
8
1
.
0
2

1
8
1
.
0
2

3
,
0
1
5
.
2
7

1
2
0
.
0
8
3
,
1
3
5
.
3
5

3
,
3
1
6
.
3
7

6
4
.
4
9

6
4
.
4
9
3
,
3
8
0
.
8
6

針
2
7
,
3
2
3

2
7
,
3
2
3

1
7
,
6
4
9

5
4

1
7
,
7
0
3

4
5
,
0
2
6

4
5
,
0
2
6

広
1
7
,
2
2
1

1
7
,
2
2
1

4
2
4
,
1
5
1

1
6
,
8
2
0

4
4
0
,
9
7
1

4
5
8
,
1
9
2

4
5
8
,
1
9
2

計
4
4
,
5
4
4

4
4
,
5
4
4

4
4
1
,
8
0
0

1
6
,
8
7
4

4
5
8
,
6
7
4

5
0
3
,
2
1
8

5
0
3
,
2
1
8

針
5
1
0
.
7

5
1
0
.
7

1
0
4
.
3

1
.
1

1
0
5
.
4

6
1
6
.
1

6
1
6
.
1

広
1
3
4
.
4

1
3
4
.
4

9
6
.
6

1
0
1
.
3

1
9
7
.
9

3
3
2
.
3

3
3
2
.
3

計
6
4
5
.
1

6
4
5
.
1

2
0
0
.
9

1
0
2
.
4

3
0
3
.
3

9
4
8
.
4

9
4
8
.
4

針
1
3
2
.
1
5

2
.
3
1

1
3
4
.
4
6

7
4
.
6
3

1
0
2
.
5
9

1
7
7
.
2
2

3
1
1
.
6
8

広
6
0
.
7
9

0
.
1
5

6
0
.
9
4

5
3
3
.
5
5
3
,
1
9
3
.
4
5
3
,
7
2
7
.
0
0

3
,
7
8
7
.
9
4

計
1
9
2
.
9
4

2
.
4
6

1
9
5
.
4
0

6
0
8
.
1
8
3
,
2
9
6
.
0
4
3
,
9
0
4
.
2
2

4
,
0
9
9
.
6
2

8
0
.
2
0

8
0
.
2
0
4
,
1
7
9
.
8
2

針
3
2
,
0
3
7

2
2
4

3
2
,
2
6
1

1
2
,
9
8
8

1
6
,
0
3
9

2
9
,
0
2
7

6
1
,
2
8
8

6
1
,
2
8
8

広
1
4
,
9
7
8

1
0
1

1
5
,
0
7
9

7
7
,
6
3
6

4
7
5
,
5
6
9

5
5
3
,
2
0
5

5
6
8
,
2
8
4

5
6
8
,
2
8
4

計
4
7
,
0
1
5

3
2
5

4
7
,
3
4
0

9
0
,
6
2
4

4
9
1
,
6
0
8

5
8
2
,
2
3
2

6
2
9
,
5
7
2

6
2
9
,
5
7
2

針
5
8
9
.
6

2
3
.
9

6
1
3
.
5

1
2
1
.
7

5
3
.
1

1
7
4
.
8

7
8
8
.
3

7
8
8
.
3

広
9
7
.
9

3
.
2

1
0
1
.
1

1
2
6
.
3

2
3
3
.
5

3
5
9
.
8

4
6
0
.
9

4
6
0
.
9

計
6
8
7
.
5

2
7
.
1

7
1
4
.
6

2
4
8
.
0

2
8
6
.
6

5
3
4
.
6

1
,
2
4
9
.
2

1
,
2
4
9
.
2

針
2
4
1
.
0
7

2
.
3
1

2
4
3
.
3
8

1
7
1
.
4
4

1
0
2
.
9
4

2
7
4
.
3
8

5
1
7
.
7
6

広
1
3
2
.
8
9

0
.
1
5

1
3
3
.
0
4

3
,
4
5
2
.
0
1
3
,
3
1
3
.
1
8
6
,
7
6
5
.
1
9

6
,
8
9
8
.
2
3

計
3
7
3
.
9
6

2
.
4
6

3
7
6
.
4
2

3
,
6
2
3
.
4
5
3
,
4
1
6
.
1
2
7
,
0
3
9
.
5
7

7
,
4
1
5
.
9
9

1
4
4
.
6
9

1
4
4
.
6
9
7
,
5
6
0
.
6
8

針
5
9
,
3
6
0

2
2
4

5
9
,
5
8
4

3
0
,
6
3
7

1
6
,
0
9
3

4
6
,
7
3
0

1
0
6
,
3
1
4

1
0
6
,
3
1
4

広
3
2
,
1
9
9

1
0
1

3
2
,
3
0
0

5
0
1
,
7
8
7

4
9
2
,
3
8
9

9
9
4
,
1
7
6

1
,
0
2
6
,
4
7
6

1
,
0
2
6
,
4
7
6

計
9
1
,
5
5
9

3
2
5

9
1
,
8
8
4

5
3
2
,
4
2
4

5
0
8
,
4
8
2
1
,
0
4
0
,
9
0
6

1
,
1
3
2
,
7
9
0

1
,
1
3
2
,
7
9
0

針
1
,
1
0
0
.
3

2
3
.
9

1
,
1
2
4
.
2

2
2
6
.
0

5
4
.
2

2
8
0
.
2

1
,
4
0
4
.
4

1
,
4
0
4
.
4

広
2
3
2
.
3

3
.
2

2
3
5
.
5

2
2
2
.
9

3
3
4
.
8

5
5
7
.
7

7
9
3
.
2

7
9
3
.
2

計
1
,
3
3
2
.
6

2
7
.
1

1
,
3
5
9
.
7

4
4
8
.
9

3
8
9
.
0

8
3
7
.
9

2
,
1
9
7
.
6

2
,
1
9
7
.
6

注
１

　
人

工
林

及
び

天
然

林
で

点
生

木
の

み
の

林
分

の
面

積
に

つ
い

て
は

、
本

表
の

集
計

に
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

注
２

　
竹

林
の

集
計

値
に

つ
い

て
は

、
立

木
地

の
計

欄
及

び
立

木
地

と
無

立
木

地
等

の
合

計
欄

に
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

普 通 林

面
積

材
積

成
長

量

計

面
積

材
積

成
長

量

制 限 林

面
積

材
積

成
長

量

区
分

計
人

工
林

天
然

林
竹

林
計

伐
採

跡
地

未
立

木
地

改
　

植
予

定
地

林
地

以
外

の
土

　
　

　
地

計

立
木

地
無

立
木

地
等
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単
位

　
面

積
：

h
a
、

材
積

：
㎥

、
成

長
量

：
㎥

／
年

　

育
成

単
層

林
育

成
複

層
林

計
育

成
単

層
林

育
成

複
層

林
天

然
生

林
計

針
1
2
3
.
7
6

2
.
3
1

1
2
6
.
0
7

1
1
4
.
0
9

4
9
.
8
3

1
6
3
.
9
2

2
8
9
.
9
9

広
8
2
.
9
4

0
.
1
5

8
3
.
0
9

2
,
2
9
0
.
0
5
1
,
2
3
4
.
9
3
3
,
5
2
4
.
9
8

3
,
6
0
8
.
0
7

計
2
0
6
.
7
0

2
.
4
6

2
0
9
.
1
6

2
,
4
0
4
.
1
4
1
,
2
8
4
.
7
6
3
,
6
8
8
.
9
0

3
,
8
9
8
.
0
6

8
2
.
6
4

8
2
.
6
4

3
,
9
8
0
.
7
0

針
3
2
,
0
7
4

2
2
4

3
2
,
2
9
8

2
1
,
3
4
2

8
,
4
9
1

2
9
,
8
3
3

6
2
,
1
3
1

6
2
,
1
3
1

広
2
0
,
6
4
9

1
0
1

2
0
,
7
5
0

3
4
3
,
0
4
6

1
8
3
,
4
7
6

5
2
6
,
5
2
2

5
4
7
,
2
7
2

5
4
7
,
2
7
2

計
5
2
,
7
2
3

3
2
5

5
3
,
0
4
8

3
6
4
,
3
8
8

1
9
1
,
9
6
7

5
5
6
,
3
5
5

6
0
9
,
4
0
3

6
0
9
,
4
0
3

針
6
0
1
.
1

2
3
.
9

6
2
5
.
0

1
4
3
.
1

2
9
.
6

1
7
2
.
7

7
9
7
.
7

7
9
7
.
7

広
1
5
7
.
0

3
.
2

1
6
0
.
2

1
4
0
.
0

1
5
0
.
9

2
9
0
.
9

4
5
1
.
1

4
5
1
.
1

計
7
5
8
.
1

2
7
.
1

7
8
5
.
2

2
8
3
.
1

1
8
0
.
5

4
6
3
.
6

1
,
2
4
8
.
8

1
,
2
4
8
.
8

針
1
1
7
.
3
1

1
1
7
.
3
1

5
7
.
3
5

5
3
.
1
1

1
1
0
.
4
6

2
2
7
.
7
7

広
4
9
.
9
5

4
9
.
9
5

1
,
1
6
1
.
9
6
2
,
0
6
1
.
1
2
3
,
2
2
3
.
0
8

3
,
2
7
3
.
0
3

計
1
6
7
.
2
6

1
6
7
.
2
6

1
,
2
1
9
.
3
1
2
,
1
1
4
.
2
3
3
,
3
3
3
.
5
4

3
,
5
0
0
.
8
0

4
8
.
0
3

4
8
.
0
3

3
,
5
4
8
.
8
3

針
2
7
,
2
8
6

2
7
,
2
8
6

9
,
2
9
5

7
,
6
0
2

1
6
,
8
9
7

4
4
,
1
8
3

4
4
,
1
8
3

広
1
1
,
5
5
0

1
1
,
5
5
0

1
5
8
,
7
4
1

3
0
7
,
8
1
7

4
6
6
,
5
5
8

4
7
8
,
1
0
8

4
7
8
,
1
0
8

計
3
8
,
8
3
6

3
8
,
8
3
6

1
6
8
,
0
3
6

3
1
5
,
4
1
9

4
8
3
,
4
5
5

5
2
2
,
2
9
1

5
2
2
,
2
9
1

針
4
9
9
.
2

4
9
9
.
2

8
2
.
9

2
4
.
6

1
0
7
.
5

6
0
6
.
7

6
0
6
.
7

広
7
5
.
3

7
5
.
3

8
2
.
9

1
4
8
.
1

2
3
1
.
0

3
0
6
.
3

3
0
6
.
3

計
5
7
4
.
5

5
7
4
.
5

1
6
5
.
8

1
7
2
.
7

3
3
8
.
5

9
1
3
.
0

9
1
3
.
0

針 広
1
0
.
7
6

1
0
.
7
6

1
0
.
7
6

計
1
0
.
7
6

1
0
.
7
6

1
0
.
7
6

1
3
.
6
8

1
3
.
6
8

2
4
.
4
4

針 広
7
0
3

7
0
3

7
0
3

7
0
3

計
7
0
3

7
0
3

7
0
3

7
0
3

針 広
2
5
.
1

2
5
.
1

2
5
.
1

2
5
.
1

計
2
5
.
1

2
5
.
1

2
5
.
1

2
5
.
1

針 広
6
.
4

6
.
4

6
.
4

計
6
.
4

6
.
4

6
.
4

0
.
3

0
.
3

6
.
7

針 広
3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

計
3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

3
9
3
.
0

針 広
1
0
.
7

1
0
.
7

1
0
.
7

1
0
.
7

計
1
0
.
7

1
0
.
7

1
0
.
7

1
0
.
7

針
2
4
1
.
0
7

2
.
3
1

2
4
3
.
3
8

1
7
1
.
4
4

1
0
2
.
9
4

2
7
4
.
3
8

5
1
7
.
7
6

広
1
3
2
.
8
9

0
.
1
5

1
3
3
.
0
4

3
,
4
5
2
.
0
1
3
,
3
1
3
.
1
8
6
,
7
6
5
.
1
9

6
,
8
9
8
.
2
3

計
3
7
3
.
9
6

2
.
4
6

3
7
6
.
4
2

3
,
6
2
3
.
4
5
3
,
4
1
6
.
1
2
7
,
0
3
9
.
5
7

7
,
4
1
5
.
9
9

1
4
4
.
6
9
1
4
4
.
6
9

7
,
5
6
0
.
6
8

針
5
9
,
3
6
0

2
2
4

5
9
,
5
8
4

3
0
,
6
3
7

1
6
,
0
9
3

4
6
,
7
3
0

1
0
6
,
3
1
4

1
0
6
,
3
1
4

広
3
2
,
1
9
9

1
0
1

3
2
,
3
0
0

5
0
1
,
7
8
7

4
9
2
,
3
8
9

9
9
4
,
1
7
6

1
,
0
2
6
,
4
7
6

1
,
0
2
6
,
4
7
6

計
9
1
,
5
5
9

3
2
5

9
1
,
8
8
4

5
3
2
,
4
2
4

5
0
8
,
4
8
2
1
,
0
4
0
,
9
0
6

1
,
1
3
2
,
7
9
0

1
,
1
3
2
,
7
9
0

針
1
,
1
0
0
.
3

2
3
.
9

1
,
1
2
4
.
2

2
2
6
.
0

5
4
.
2

2
8
0
.
2

1
,
4
0
4
.
4

1
,
4
0
4
.
4

広
2
3
2
.
3

3
.
2

2
3
5
.
5

2
2
2
.
9

3
3
4
.
8

5
5
7
.
7

7
9
3
.
2

7
9
3
.
2

計
1
,
3
3
2
.
6

2
7
.
1

1
,
3
5
9
.
7

4
4
8
.
9

3
8
9
.
0

8
3
7
.
9

2
,
1
9
7
.
6

2
,
1
9
7
.
6

注
１

　
人

工
林

及
び

天
然

林
で

点
生

木
の

み
の

林
分

の
面

積
に

つ
い

て
は

、
本

表
の

集
計

に
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

注
２

　
複

層
林

は
下

層
木

の
み

を
対

象
と

す
る

。

伊 平 屋 村

面
積

材
積

成
長

量

伐
採

跡
地

未
立

木
地

改
　

植
予

定
地

林
地

以
外

の
土

　
　

　
地

立
木

地
人

工
林

天
然

林
竹

林
計

国 頭 村

面
積

材
積

成
長

量

市 町 村
区

分
計

計

無
立

木
地

等

　
(3
)
 市

町
村

別
森

林
資

源
表

森 林 計 画 計

面
積

材
積

成
長

量

東 村

面
積

材
積

成
長

量

伊 江 村

面
積

材
積

成
長

量
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(4

) 
制
限
林
の
種

類
別
面
積

単
位

　
面

積
：

h
a
　

水
源

か
ん

養
保

安
林

1
7
4
.
5
2

1
7
4
.
5
2

土
砂

流
出

防
備

保
安

林
土

砂
崩

壊
防

備
保

安
林

飛
砂

防
備

保
安

林
防

風
保

安
林

水
害

防
備

保
安

林
潮

害
防

備
保

安
林

0
.
2
0

0
.
6
4

6
.
7
1

7
.
5
5

干
害

防
備

保
安

林
防

雪
保

安
林

防
霧

保
安

林
な

だ
れ

防
止

保
安

林
落

石
防

止
保

安
林

防
火

保
安

林
魚

つ
き

保
安

林
航

行
目

標
保

安
林

保
健

保
安

林
風

致
保

安
林

計
1
7
4
.
7
2

0
.
6
4

6
.
7
1

1
8
2
.
0
7

特
別

保
護

地
区

1
,
7
5
2
.
1
9

6
7
8
.
7
7

2
,
4
3
0
.
9
6

第
一

種
特

別
地

域
2
8
4
.
1
9

(
6
1
.
8
0
)

6
1
.
8
0

2
8
4
.
1
9

第
二

種
特

別
地

域
2
1
4
.
4
9

2
1
4
.
4
9

第
三

種
特

別
地

域
2
6
9
.
1
5

2
6
9
.
1
5

地
種

区
分

未
定

地
域

計
2
,
5
2
0
.
0
2

(
6
1
.
8
0
)

6
7
8
.
7
7

6
1
.
8
0
3
,
1
9
8
.
7
9

特
別

保
護

地
区

第
一

種
特

別
地

域
第

二
種

特
別

地
域

第
三

種
特

別
地

域
地

種
区

分
未

定
地

域
計 第

一
種

特
別

地
域

第
二

種
特

別
地

域
第

三
種

特
別

地
域

地
種

区
分

未
定

地
域

計

(
2
1
9
.
6
4
)

2
1
9
.
6
4

(
2
1
9
.
6
4
)
2
,
5
2
0
.
0
2

(
6
1
.
8
0
)

8
5
3
.
4
9

0
.
6
4

6
.
7
1

2
8
1
.
4
4
3
,
3
8
0
.
8
6

特
別

母
樹

林
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

種
の

保
存

法
に

よ
る

管
理

地
区

そ
の

他
合

計

風
致

地
区

保 安 林

保
安

施
設

地
区

砂
防

指
定

地

国 立 公 園 国 定 公 園

都 道 府 県 立

自 然 公 園 原
生

自
然

環
境

保
全

地
域

自
然

環
境

保
全

地
域

特
別

地
区

都
道

府
県

自
然

環
境

保
全

地
域

特
別

地
区

鳥
獣

保
護

区
特

別
保

護
地

区
緑

地
保

全
地

区

市
町

村
伊

江
村

伊
平

屋
村

合
計

区
分

国
頭

村
東

村
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（５）樹種別材積表
単位　材積：㎥

林　種

樹　種

ス ギ

その他針葉樹

小 計

その他広葉樹

小 計

資料：令和5年3月31日現在

（６）荒廃地等の面積
単位　面積：ha

該 当 な し

資料：沖縄森林管理署(令和5年3月31日現在）

（７）森林の被害
単位　面積：ha

2 3 4

0.26 0.61 1.16

国 頭 村 － 0.01 －

東 村 0.26 0.60 1.16

資料：沖縄森林管理署(令和5年3月31日現在）

（８）防火線等の整備状況

該当なし

総 数

市
町
村
別
内

訳
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種 類 虫 害

総 数

年 度

市
町
村

別
内
訳

32,300 994,176 1,026,476

区 分 荒 廃 地 荒 廃 危 険 地

合 計 91,816 1,040,906 1,132,722

広
葉
樹

32,300 994,176 1,026,476

人 工 林 天 然 林 計

針
葉
樹

－ 957 957

59,516 45,773 105,289

59,516 46,730 106,246



３　林業の動向
（１）森林組合及び生産森林組合の現況

ア　構成
単位　員数：人　金額：千円　面積：ha

組 合 名 組 合 員 数
組合員所有
（又は組合経
営）森林面積

備 考

総 数 2 341 23,136

名 護 市
沖 縄 北 部
森 林 組 合

162 17,238

国 頭 村
国 頭 村
森 林 組 合

179 5,898

総 数

該 当 な し

資料：沖縄県（令和４年度森林組合一斉調査）

（２）　林業事業体等の現況
単位：事業体数

その他

4 - 17

国 頭 村 1 - 2

大宜 味村 1 - 2

東 村 - - 1

名 護 市 2 - 7

今帰 仁村 - - 1

本 部 町 - - 3

恩 納 村 - - -

宜野 座村 - - -

金 武 町 - - 1

伊 江 村 - - -

伊平 屋村 - - -

伊是 名村 - - -

資料：沖縄県森林管理課調査（令和３年度木材需給調査）
注　：複数の業種を営む者は、重複してカウント

-

-

-

-

- 51 -

-

-

-

-

-

- -

-

区 分
素材生産業
及び造林業

木材卸売業
(内素材市売

市場）

木材・木製品製造業
その他

総 数 -

市
町
村
別
内
訳

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

製 材 業

生

産

森

林

組

合

市 町 村 別 常勤役職員数 出資金総額

森

林

組

合

2 51,164

1 19,824

1 31,340



（３）　林業労働力の概況
単位：人
計

102
19
83

資料：沖縄の森林・林業　令和５年度（沖縄県森林管理課調べ）

（４）　林業機械化の概況
　　ア　林業機械器具 単位：台

所有台数 所有台数
－ 10
－ 2
5 2

－ 14
1 102
1 116

－ 2
－ 3
3 4

－ －
資料：沖縄県森林管理課　令和４度林業機械の保有状況調査による

　　イ　高性能林業機械 単位：台
所有台数 所有台数

－ －
－ －
－ 1
－

資料：沖縄県森林管理課　令和4年度林業機械の保有状況調査による

（５）　作業路網の整備の状況 単位：ｍ
路 線 数 延 長 備 考

該当なし

資料：令和5年3月31日現在　沖縄森林管理署

運材車（20ps未満） ショベル系掘削機械

苗畑用トラクタ育林用トラクタ
樹木粉砕機

機械名

区　　　分
総　　　計

国頭村森林組合
沖縄北部森林組合

機械名
動力式索道 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ等
集材機（10ps未満） クレーン付きトラック
集材機（10ps以上） トラクタシャベル

運材車（20ps以上） チェンソー
ホイールタイプトラクタ 刈払機
クローラタイプトラクタ 植穴堀機

フォークリフト
フォークローダ

機械名 機械名
フェラーバンチャ フォワーダ

その他の高性能林業機械

区 分
総 数

市

町

村

別

内

訳
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スキッダ タワーヤーダ
プロセッサ スイングヤーダ
ハーベスタ



主 伐 間 伐 総 数 主 伐 間 伐 総 数 主 伐 間 伐 総 数

総　数 3 0 3 0 0 0 0 0 0

針葉樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広葉樹 3 0 3 0 0 0 0 0 0

計 画 実 行 実行歩合 計 画 実 行 実行歩合 計 画 実 行 実行歩合

10 0 0 6 0 0 4 0 0

計 画 実 行 実行歩合 計 画 実 行 実行歩合

－ － － － － －

－ － － － － －

　(3) 人工造林・天然更新別面積
単位　面積：ha、実行歩合：％

総　　　数 人 工 造 林 天 然 更 新

単位　面積：ha、実行歩合：％

計　　　画 実　　　行 実行歩合

－ 4 －
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４　前期計画の実行状況
　(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位　材積：千㎥、実行歩合：％

　　基　幹　路　網

うち林業専用道

　(4) 林道の開設及び拡張の数量
単位　延長：㎞、拡張：箇所数、実行歩合：％

区　　　分
開　設　延　長 拡　張　箇　所　数

区　分

伐 採 立 木 材 積

実 行 歩 合

注１：０と表示されているものは、四捨五入により１に満たないものも含む。

　(2) 間伐面積

実 行計 画



単位　面積：ha、実行歩合：％

計 画 実 行 実行歩合 計 画 実行歩合

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

農用地 その他 合 計

3.68 2.44 6.12

原 野

－

計 画

農 用 地 そ の 他

12 5

実 行 歩 合

保 安 林 の 整 備

計 画 実 行
種 類

該当なし

単位　保安林の整備：ha、保全施設：箇所、実行歩合：％
　　ウ　治山事業の数量

治山事業施工地区数

－

－ 33.73

　(2) 森林以外より森林への異動

合 計

33.73

単位　面積：ha

採石採土地

－ －

住宅、別荘、工場等建物敷地
及びその附帯地

42

ゴルフ場等
レジャー施設用地

単位　面積：ha

５　林地の異動状況（森林計画の対象森林）
　(1) 森林より森林以外への異動

保 全 施 設
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　　イ　保安施設地区の面積
単位　面積：ha、実行歩合：％

面 積

実 行

実 行 歩 合

5 0 0

指 定 解 除

実 行

　(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画

　　ア　保安林の種類別の面積

種 類

－

－

－

保 健 保 安 林

土砂流出防備保安林

水源かん養保安林



Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅴ
Ⅵ

Ⅶ
Ⅷ

総
数

3
3

4
2

0
0

0
0

針
葉
樹

0
0

0
0

0
0

0
0

広
葉
樹

3
3

4
2

0
0

0
0

総
数

3
3

4
2

0
0

0
0

針
葉
樹

0
0

0
0

0
0

0
0

広
葉
樹

3
3

4
2

0
0

0
0

総
数

0
0

0
0

0
0

0
0

針
葉
樹

0
0

0
0

0
0

0
0

広
葉
樹

0
0

0
0

0
0

0
0

13
13

12
12

1
1

1
1

1
1

1
2

8
8

8
7

7
7

7
7

5
5

5
5

4
4

4
4

0
0

0
0

0
0

0
0

天
然
更
新

人
工
造
林

林
道
開

設
延
長

造 林

総
数

６
　
森
林
資
源
の

推
移

　
(1
) 
分
期
別
伐

採
立
木
材
積
等

　
　
　
　
　
　
 分

期
 区

分

単
位
　
面
積
：
h
a
、
材
積
：
千
㎥
、
延
長
：
k
m

伐 採 立 木 材 積

総 　 数 主 　 伐 間 　 伐
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　（２）分期別期首資源表
単位　面積：ｈａ、材積：千㎥

面積
区分 １ ２ ３ ４ ５・６ ７・８ ９・１０ １１・１２ １３・１４ １５・１６ １７・１８ １９・２０ ２１齢級 材積

総数 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 齢級 以上
第Ⅰ 総数 7,561 4 0 3 8 3 33 7 536 365 1,673 4,078 705 0 1,133
分期 人 総数 376 2 0 3 0 0 1 0 309 61 0 0 0 0 92

工 育成単層林 374 2 0 1 0 0 1 0 309 61 0 0 0 0 92
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,040 2 0 0 8 3 33 7 226 304 1,673 4,078 705 0 1,041
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,623 0 0 0 1 1 0 1 116 159 478 2,491 376 0 532

天然生林 3,416 2 0 0 8 2 33 6 110 145 1,195 1,587 330 0 508
無立木地 145
竹林 0

第Ⅱ 総数 7,561 4 4 0 3 8 19 23 171 542 678 2,697 3,154 111 1,138
分期 人 総数 373 2 2 0 3 0 1 0 104 257 5 0 0 0 83

工 育成単層林 370 2 2 0 1 0 1 0 104 257 5 0 0 0 82
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,041 2 2 0 0 8 19 23 67 286 673 2,697 3,154 111 1,055
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,625 2 0 0 0 1 1 0 61 107 224 1,462 1,657 111 531

天然生林 3,416 0 2 0 0 8 17 22 7 179 449 1,236 1,497 0 524
無立木地 146
竹林 0

第Ⅲ 総数 7,561 7 4 4 0 12 3 33 7 525 362 1,673 4,078 705 1,274
分期 人 総数 368 4 2 2 0 3 0 1 0 299 58 0 0 0 83

工 育成単層林 366 4 2 2 0 1 0 1 0 299 58 0 0 0 82
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,045 4 2 2 0 9 3 33 7 226 304 1,673 4,078 705 1,191
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,629 4 2 0 0 1 1 0 1 116 159 478 2,491 376 561

天然生林 3,416 0 0 2 0 8 2 33 6 110 145 1,195 1,587 330 630
無立木地 147
竹林 0

第Ⅳ 総数 7,561 13 7 4 4 3 8 19 23 168 523 677 2,697 3,265 1,438
分期 人 総数 360 6 4 2 2 3 0 1 0 100 237 5 0 0 81

工 育成単層林 357 6 4 2 2 1 0 1 0 100 237 5 0 0 80
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,052 6 4 2 2 0 8 19 23 67 286 673 2,697 3,265 1,357
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,635 6 4 2 0 0 1 1 0 61 107 224 1,462 1,768 691

天然生林 3,416 0 0 0 2 0 8 17 22 7 179 449 1,236 1,497 665
無立木地 149
竹林 0

第Ⅴ 総数 7,561 11 13 7 4 4 12 3 33 7 502 361 1,673 4,784 1,613
分期 人 総数 356 5 6 4 2 2 3 0 1 0 275 57 0 0 80

工 育成単層林 354 5 6 4 2 2 1 0 1 0 275 57 0 0 79
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,057 5 6 4 2 2 9 3 33 7 226 304 1,673 4,784 1,533
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,641 5 6 4 2 0 1 1 0 1 116 159 478 2,867 790

天然生林 3,416 0 0 0 0 2 8 2 33 6 110 145 1,195 1,917 744
無立木地 147
竹林 0

第Ⅵ 総数 7,561 4 11 13 7 7 3 8 19 23 161 518 677 5,962 1,681
分期 人 総数 356 2 5 6 4 4 3 0 1 0 94 233 5 0 81

工 育成単層林 354 2 5 6 4 4 1 0 1 0 94 233 5 0 79
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,059 2 5 6 4 3 0 8 19 23 67 286 673 5,962 1,600
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,643 2 5 6 4 2 0 1 1 0 61 107 224 3,230 821

天然生林 3,416 0 0 0 0 2 0 8 17 22 7 179 449 2,733 779
無立木地 145
竹林 0

第Ⅶ 総数 7,561 1 4 11 13 11 4 12 3 33 7 500 361 6,456 1,699
分期 人 総数 357 0 2 5 6 6 2 3 0 1 0 274 57 0 82

工 育成単層林 354 0 2 5 6 6 2 1 0 1 0 274 57 0 81
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
天 総数 7,059 0 2 5 6 6 2 9 3 33 7 226 304 6,456 1,617
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,643 0 2 5 6 6 0 1 1 0 1 116 159 3,345 832

天然生林 3,416 0 0 0 0 0 2 8 2 33 6 110 145 3,111 785
無立木地 145
竹林 0

第Ⅷ 総数 7,561 0 1 4 11 20 7 3 8 19 23 161 518 6,640 1,716
分期 人 総数 357 0 0 2 5 10 4 3 0 1 0 94 233 5 83

工 育成単層林 354 0 0 2 5 10 4 1 0 1 0 94 233 5 81
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
天 総数 7,059 0 0 2 5 10 3 0 8 19 23 67 286 6,635 1,633
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,643 0 0 2 5 10 2 0 1 1 0 61 107 3,453 842

天然生林 3,416 0 0 0 0 0 2 0 8 17 22 7 179 3,182 791
無立木地 145
竹林 0

第Ⅸ 総数 7,561 0 0 1 4 24 11 4 12 3 33 7 500 6,817 1,733
分期 人 総数 357 0 0 0 2 12 6 2 3 0 1 0 274 57 83

工 育成単層林 354 0 0 0 2 12 6 2 1 0 1 0 274 57 82
林 育成複層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
天 総数 7,059 0 0 0 2 12 6 2 9 3 33 7 226 6,760 1,649
然 育成単層林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 育成複層林 3,643 0 0 0 2 12 6 0 1 1 0 1 116 3,504 847

天然生林 3,416 0 0 0 0 0 0 2 8 2 33 6 110 3,256 802
無立木地 145
竹林 0
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主 伐 （ 皆 伐 ） 上 限 量 の 目 安

1

７　その他
　(1) 持続的伐採可能量

第１表　主伐（皆伐）上限量の目安（年間）
単位　材積：千ｍ３



８ 主伐時における伐採・搬出指針の制定 

 

２林整整第 1157 号 

令和３年３月 16 日 

主伐時における伐採・搬出指針 

１ 目的 

   森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環 

利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方で、前線や台風等に伴う豪雨が頻 

発し、山地災害が激甚化・多様化するようになってきており、山地の崩壊等の発生に対する住民の 

関心が高まっている状況にある。 

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全 

を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配 

慮すべきである。 

本指針は、これらを踏まえ、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮す 

べき最低限の事項を示すものである。 

 

２ 定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。 

（１）集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作 

設される仮施設をいう(森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道森林作業道として集材 

路と区別する)。 

（２）土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業 

等を行う場所をいう。 

 

３ 伐採の方法及び区域の設定 

①  持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に対し 

て、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の 

一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。 

②  林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有者等と話し合い、 

林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否、択伐、分散伐採その他 

の伐採方法及び更新の方法を決定する。 

③  伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採(誤伐)しないよう 

に、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。 
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  ④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し合い、必 

要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行 

う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最 

小限となるよう努める。 

⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐 

採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して一つの区域で植栽 

を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採することにより複層林を造成したり 

するなど、伐採を空間的、時間的に分散させる。 

 

４ 集材路・土場の計画及び施工 

（１）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 

① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩 

落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・ 

崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を 

計画する。 

② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、 

急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすお 

それがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合に 

は、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。 

③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支 

える等の十分な対策を講じる。 

④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い集材路・土場 

の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変 

更を行う。 

⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。 

⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置す 

る。 

⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が渓流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地が 

ろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 

⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。 

⑨ 伐採現場の土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設 

を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう 

必要に応じて編柵工等を設置する。 

⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合 

には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。このとき、集材路の作設に当たっては、 

当該隣接地の森林所有者等と調整等を行う。 
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(２) 人家、道路、取水口周辺等での配慮 

① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう必要に応じ 

て保全対象(土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをい 

う。以下同じ。)の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保 

全対象が下方にある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。 

② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。 

 

(３) 生物多様性と景観への配慮 

① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には 必要に応 

じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 

② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・ 

土場の密度、配置及び作設方法を調整する。 

 

(４) 切土・盛土 

① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必 

要最小限のものとする。 

② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め補強が必要 

な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。 

③ 残土が発生した場合には、残土が渓流に流出しないよう渓流沿いを避け、地盤の安定した 

箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用し 

て対策を講じる。 

 

(５) 路面の保護と排水の処理 

① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因と 

なるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講 

じる。 

② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこま 

めに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を 

促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行うとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を 

講じる。 

 

(６) 渓流横断箇所の処理 

① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持 管理を十 

分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設 

置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合 

は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。 
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②  洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設 

置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要に応じて撤去する。 

 

５  伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮 

① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による 

土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 

②  集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量 

の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面 

のわだち掘れ等を防止する。 

   ③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、 

丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。 

④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう 

枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等 

の調整を図る。 

⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は 

避ける。 

⑥  天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように 

留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。 

 

６ 事業実施後の整理 

(１) 枝条・残材の整理 

① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。 

② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に渓流に流れ出したり、雨水を滞水させたりす 

ること等により林地崩壊を誘発することがないように、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道 

路脇に積み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、 

枝条・残材を置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。 

 

(２) 集材路・土場の整理 

① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時 

に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処 

置を行う。 

② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。 

③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状 

況を造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を行う。 
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７ その他 

   ①  森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作成する場合は、集材路ではなく、「森林 

作業道作設指針の制定について」(平成 22 年 11 月 17 日付け整第 656 号林野庁長官通知)に基 

づく森林作業道として作設する。 

②  集材路・土場の作設に当たっては、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)その他係法令に基づく各 

種手続(許可、届出等)を確実に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基 

づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっ 

ては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり 

得ることに留意する。 

③ 林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他の労働関係法令を遵守し、 

労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。 

④  この指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。 
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