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Ⅰ 計画の大綱 
１ 森林計画制度について 
 

 

（１）森林計画制度とは 

森林は、水源の涵
かん

養や水害の防止、木材の生産、土砂流出・崩壊などの災害の防止、気象・騒音の

緩和や大気の浄化、野生生物の生息地域の提供、レクリエーション施設や保健教育的活動の場の提

供などいろいろな面で人々の生活と深く関わっています。また、大気中の二酸化炭素を吸収し、地球

温暖化を防止する重要な役割も担っています。 

しかし、森林の造成には長い年月を必要とし、一度荒れてしまった森林は回復が容易ではありま

せん。したがって、森林に対する無責任な扱いによる様々な問題を発生させないため、法律や制度な

どによる計画的な森林づくりのルールが必要となります。 

このことから、計画的・長期的な視点に立ち、森林を適切に管理・育成することを目的に「森林計

画制度」が設けられています。 

 

（２）森林計画制度の体系 

森林づくりは、森林・林業をとりまく環境や森林資源の内容に応じてその方法は異なり、さらには、

地域の特色を活かしてきめ細かく計画することが重要です。 
このことから、森林計画制度は、それぞれの行政・地域レベルで整合性を保ちながら、効果的な施策

を実施するため、国から森林所有者等までの段階的な体系となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）地域森林計画とは 

地域森林計画は、森林に関する国の森林整備及び保全の方向を示す「全国森林計画」に即して都道府

県がたてる計画であり、百年先を見据えた北海道の森林づくりに関するマスタープランである「北海道

森林づくり基本計画」などの各種関連計画を踏まえ、地域の特性に応じた森林整備及び保全の目標等と

（連携） 

 

北海道森林づくり 

基本計画 

新・北海道総合計画 

北海道の 

マスタープラン 

 

 

 

 

 
 

       など 

流域森林・林業活性化

実施計画 

道有林基本計画 

関連する各種計画 

政 府 
【森林・林業基本計画】 

長期的・総合的な政策の方向 

農林水産大臣 
【全国森林計画】 

国の森林整備及び保全の方向 

市町村長 
【市町村森林整備計画】 

地域の森林･林業のマスタープラン 
森林所有者等が行う施業等の規範 

森林所有者等 
【森林経営計画】 

具体的な伐採、造林等に関する計画 

北海道知事 
【地 域 森 林 計 画】 

地域の特性に応じた森林整備及び 
保全の目標 

「森林整備保全事業計画」 

森林整備事業、治山事業に関する 
５年間の事業計画 

北海道森林管理局長 
【国有林の地域別の森林計画】 

国有林の森林整備及び保全の目標 

・全道を１３の森林計画区に区分 

・５年ごとに１０年間の計画を樹立 
計画樹立年 
Ｒ２年 胆振東部、宗谷、網走東部 
Ｒ３年 留萌、釧路根室 
Ｒ４年 後志胆振、石狩空知、上川北部 
Ｒ５年 上川南部、網走西部、十勝 
Ｒ６年 渡島檜山、日高 
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ともに、地域の森林･林業のマスタープランである「市町村森林整備計画」に記載する森林施業等の規範

となる事項を示しています。 
 
（４）森林計画と関わりのある制度 

森林計画制度を推進することにより、森林法の目的である森林の保続培養と森林生産力の増進が

図られ、また、森林施業の共同化や林業労働力の確保、事業量の安定確保、機械化の推進など、地域

林業の振興に大きく貢献することができます。 
このことから、森林計画制度は、地域の特性に応じた森林づくりを計画的に進めていくため、森林

を守り育てる様々な制度と密接に関わっています。 
＜保安林制度＞ 

わたしたちの暮らしに必要な水を貯え、土砂崩れなどの災害防止といった重要な役割を果たし

ている森林を保護し、管理するための制度です。 
地域森林計画では、計画期間における保安林の指定計画や既に指定している 

保安林の伐採などの施業方法について記載しています。 
＜林地開発許可制度＞ 

無秩序な森林の開発による災害の発生や環境の悪化を防止するため、 
地域森林計画の対象となっている森林に一定の制限を加える制度です。 

  １ｈａを超える森林の開発を行おうとするときは、北海道知事 
（市町村へ権限移譲した場合は移譲市町村長）の許可が必要となります。 
＜伐採及び伐採後の造林の届出制度＞ 

    森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合には、あらかじめ市町

村長に伐採方法や伐採後の造林方法等を記載した届出書を提出する必要があります。 
森林の伐採、造林などの施業が、市町村森林整備計画に従って適正に行われることを目的に設

けられています。 
＜森林所有者となった旨の届出制度＞ 

地域森林計画の対象となっている森林について、売買や相続・贈与 
・譲渡及び買収などにより新たに森林の土地の所有者となった 
場合には、市町村長にその旨の届出をしなければなりません。 
＜森林整備補助制度＞ 

    森林は、私的財産としての存在にとどまらず、水資源の確保や 
災害防止などの公益的な役割を持つ公的財産であるといえます。 

そこで、一定の要件を満たす植栽や下刈り、間伐、森林作業道などの 
森林づくりに必要な費用に対して公的な補助制度が設けられています。 

    森林経営計画を作成し、計画的に施業を実施している場合は、補助の 
対象となります。 
＜森林整備地域活動支援交付金制度＞ 

森林経営計画の作成促進、境界の明確化や既設路網の簡易な改良等をするために行う活動を対

象として、交付金を交付する制度が設けられています。 
   ＜林業金融・税制制度＞ 

林業経営に関わる植栽、きのこ等の生産、木材の生産・流通などに必要な事業資金・設備資金・

運転資金の低利融資制度のほか、相続税等税制上の特例措置が設けられています。 
森林経営計画の認定を受けた森林所有者等は、日本政策金融公庫などの低利融資、所得税や相

続税等の税制上の特例を受けることができます。 

＜共有者不確知森林制度＞ 
 共有林の伐採は共有者全員の合意が必要ですが、所有者の一部が所在不明の場合、伐採するこ

とができません。そこで、その所在不明所有者の持ち分について、他の共有者へ移転させること

で立木の伐採及び伐採後の造林ができるようになります。 
＜森林経営管理制度＞ 
 自ら経営管理を行うことが難しい森林所有者から、意欲と能力のある林業経営者へ、市町村が

仲介役となって経営管理の委託を行い、森林の経営管理の集積・集約化を進めるための制度です。 
 また、それができない森林の経営管理は市町村が自ら行うことができます。 
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２ 森林の持つ機能とその区域について 

 
 

（１）森林の機能（森林のはたらき）について 

森林の持つ機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・

レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能及び木材等生産機能に分

類されます。このうち人々の生活や周囲の環境に広く寄与する水源涵
かん

養機能から地球環境保全機能

までの７つのはたらきは、「森林の公益的機能」と呼ばれています。 

なお、地球環境保全機能は二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸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ため、森林の区域の設定の対象とはしないこと

とします。 

 

 

～清らかな水を供給する（水源涵
かん

養機能）～ 

森林の土壌は雨水を蓄え不純物をろ過する働きがあります。 

水枯れや洪水を防ぎながら、きれいな水を与えてくれます。 

（渇水緩和、水質浄化、洪水緩和） 

 

 

 

 

 

 

～土砂くずれを防ぐ（山地災害防止機能/土壌保全機能）～ 

森林は大地にしっかりと根を張り、土砂の流出や山崩れを 

防いでいます。川や海を汚さず、住宅や道路などを守ります。 

（土砂流出・崩壊防止、なだれ防止等） 

 

 

 

 

 

～快適な生活環境をつくる（快適環境形成機能）～ 

木々の葉は、空気をきれいにし、さらに強風や飛砂、騒音 

などから生活を守ってくれます。 

（気象緩和、風害防止、大気浄化等） 

 

 

 

 

～森林とふれあう（保健・レクリエーション機能）～ 
私たちが森林浴やキャンプをする場所を提供し心と身体を 

健康にしてくれます。 

（レクリエーション・保健休養の場の提供等） 
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～優れた自然景観と文化にふれあう（文化機能）～ 
史跡、名勝や天然記念物などと一体となって優れた自然景観や 

歴史的風致を持った森林は、私たちに心の潤いをもたらしてくれ

ます。 

（自然景観・歴史的風致の提供） 

 

 

 

 

 

～野生生物のすみか（生物多様性保全機能）～ 
森林は野生生物のすみかであり、多様な生物が共存しながら生

育しています。 

（野生生物等、生物多様性の保全） 

 

 
 
 
 
～暮らしに活かす木の文化（木材等生産機能）～ 

私たちの生活に欠かせない建築資材や紙などの原料と 

なる木材資源を供給します。 

（木材生産、特用林産物等の生産） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

↓木と木の間に適度な間隔が有り、立派に木が 

成長しています。 

 森林の中も明るく、地面の草花や低木もよく 

育ち、土砂の流出も防ぎます。 

↑適度な間隔で形質の 

 悪い木を間引きます。 

←間引きをしない･･･ 

 こんなヒョロ～っとした 

木になります 

↑着々と木が成長しています。 

でも、木が混み合っているため 

地面が暗くなっています、 

「木が元気に育つために」 
森林の樹木や草花が元気に育つためには太陽の光が必要です。しかし、木がうっそうと茂っていては太陽の光が地面まで 

届かず、樹木の下にある草花は育つことができません。長年生き続けた老木や枝と枝がぶつかり合った木を伐り、太陽の光 

が地面まで届く明るい森林をつくることで、すべての若木や草花が元気に育つことができます。 

 また、伐られた木は、家を建てる時の材料や紙などへ姿を変え、我々の生活に役立ち、一度使われた木材や紙は、リサイ 

クルすることで再び紙などへ姿を変え使うことができます。 

 「植えて育てて、伐って使って、また植える」という森林づくりのサイクルを繰り返し行い、その途中で生産される木材を 

有効に使うことで、森林は健康な状態のままで生き続けることができます。 
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（２）発揮を期待する機能に応じた森林の区域について 
森林の各機能が総合的かつ高度に発揮されるように整備及び保全するためには、地域の方々の理

解と参加が得られるように、森林を守り育てる基本的な方針や方法を分かりやすく示すことが重要
です。 

このため、地域森林計画では森林の持つ様々な機能を高度に発揮させるため、森林を主に「水源涵
かん

養林」、「山地災害防止林」、「生活環境保全林」、「保健・文化機能等維持林」、「木材等生産林」の５つ
の区域に分類し、それぞれの区域に応じた望ましい森林の姿へ誘導することとしています。 

 

発揮を期待する機能 
発揮を期待する森林に 

応じた森林の区域 
森林の区域に応じた目的 

 水源涵
かん

養 

機  能 

水 源 涵
か ん

養 林 ○良質な水資源の安定供給の確保 

 
水資源保全 

ゾーン 
○水道取水施設等の上流域の保全 

 

山地災害 

防止機能 

／ 

土壌保全 

機  能 

山地災害防止林 

○土砂の流出・崩壊の防備など 

災害に強い国土基盤の形成 

 

 

快適環境 

形成機能 
生活環境保全林 

○居住地や農地周辺における風害 

・騒音などの影響を緩和し、地 

域の快適な生活環境を形成 

 

保 健 ・ 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

機  能 

保 健 ・ 文 化 

機 能 等 維 持 林 

○森林とのふれあいを通じた憩い 

と学びの場の提供 

○自然景観・歴史的風致の提供 

○生物多様性の保全 

 

文化機能 

 

生

物

多

様

性

ゾ

ー

ン 

水 辺 林 

タ イ プ 

○河川や湖沼周辺の生物多様性の 

保全 

 

生物多様性 

保全機能 

保護地域 

タ イ プ 

○貴重な森林生態系を維持してい 

る地域の保全 

 

 

木 材 等 

生産機能 
木 材 等 生 産 林 

○木材等の持続的・安定的・効率 

的な供給 
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望ましい姿 基本方針 

○浸透、保水能力の高い土壌を有している森林 
○伐採に伴う裸地の縮小及び分散を図る施業を

推進し、良質な水を安定供給します。 

○浸透、保水能力の高い土壌を有し、下層植生や

樹根が発達した多様な樹種、複数の階層からな

る森林 

○裸地の縮小及び分散、植栽による機能回復及び濁

水発生の回避を図るなど、良質な水の安定供給に

特に配慮した施業を推進します。 

○下層植生や樹根が深く広く発達し、土壌を保持

する能力に優れた森林 

 

○林床の裸地化の縮小及び回避を図るとともに、

地形・地質等の条件に応じた施業を推進し、災

害に強い地域環境を形成します。 

○樹高が高く枝葉が多く茂るなど、遮蔽能力や汚

染物質の吸収力が高く、諸被害に対する抵抗性

が高い森林 

○風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効

な森林の構成を維持し、地域の快適な生活環境

を保全します。 

○住民等の憩いと学びの場を提供している森林、

自然景観・歴史的風致等を構成している森林で

あって精神的・文化的・知的向上等を促す場と

しての森林、生物多様性を保全する森林 

○保健・レクリエーション機能の向上、自然景観・

歴史的風致の維持・形成、生物多様性の保全機

能の向上等を図る多様な施業を行います。 

 

○多様な樹種・樹齢からなり、野生生物の生育・

生息に適し、土砂・濁水等の流入制御に寄与し

ている森林 

○河川、湖沼周辺において、生物多様性の保全及

び濁水発生の回避を図る施業を行います。 

 

○針広混交林等、希少な野生生物の生育・生息に

適している森林 

 

○希少な野生生物の生育・生息地確保を図るた

め、原生的な森林の保全に配慮した施業を行い

ます。 

○生育に適した土壌等を有し、成長量が大きく、

林道等の基盤施設が整備されている森林 

 

○適切な造林・保育・間伐や施業の集団化・機械

化による効率的な整備を推進し、木材等を持続

的・安定的・効率的に供給します。 
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３ 計画区の概況 

 

 

（１）地域の概要 

地勢：北海道の最北に位置し、東部はオホーツク海、西部は 

日本海、北部は宗谷海峡と３方を海に囲まれ、南部は 

上川、留萌及び網走地方に接し、北見山地が縦断して 

いる。さらに、日本海には利尻・礼文島の離島を有する。 

また、東部は徳志別川、幌尻川、頓別川、西部はサロベ 

ツ川などの中小河川が宗谷を囲む海に注いでいる。 

気候：年平均気温約 6.4℃、年間平均降水量約 1,033mm、 

年最深積雪約 214cm 

夏は涼しく、冬は比較的温暖であるが、日本海側とオホ 

ーツク海側とでは流氷などの影響から気候に差があり 

特に、日本海側は風が強い。 

構成：１市８町１村 

人口：約 68 千人（平成 27 年国勢調査） 全道の１％ 

産業：（農 業）広大で豊かな土地を活かした、大規模な草地 

型酪農が展開される道内有数の酪農地帯と 

なっている。 

（漁 業）漁獲生産高の５割をホタテが占め、ウニや昆 

     布などの栽培漁業が盛んである。 

（その他）サロベツ原野をはじめとする多くの原生花園、 

宗谷丘陵や利尻富士などを有しており、春か 

ら夏にかけて多くの観光客で賑わう。 
 
（２）森林・林業の概要 

森 林 面 積（ 注 １ ）：総土地面積の 70％の 326 千ｈａ 

（国有林含む） 

民有林面積（ 注 ２ ）：157 千ｈａ（計画区の森林の 48％） 

民有林蓄積（ 注 ２ ）：18,407 千ｍ３ 

ヘクタール当たり蓄積は 117ｍ３ 

（全道では 152ｍ３） 

伐 採 材 積（ 注 ２ ）：全道の3％の131千ｍ３（うち民有林56％） 
     （注１）平成30年度北海道林業統計 

   （注２）令和元年度実績（北海道調べ） 
 
（３）木材産業の概要 

  製 材 工 場 の 原 木 消 費 量： 15千ｍ３ （全道の１％） 

  製 材 出 荷 量：  ６千ｍ３ （全道の１％） 

  チ ッ プ 工 場 の 原 料 消 費 量：  ７百ｍ３ （全道の０％） 

  （注）令和元年度実績（北海道調べ） 
 
（４）林業事業体等の概要 

（令和2年3月31日現在） 

区  分 森林組合 造林業 
素 材 

生産業 

木材・木製品製造業 

製 材 チップ その他 

宗  谷 
4 

（4） 
14 8 2 

1 

（1） 
1 

全  道 
79 

（47） 
379 373 143 

166 

（123） 
72 

（注１）森林組合の( )は中核森林組合で内数、チップの( )は製材との兼業で内数である。 
（注 2）その他は、合単板、集成材、フローリング、プレカットの工場である。 
（注３）単位は森林組合・造林業・素材生産業が事業体数、木材・木製品製造業が工場数である。 

（ 利尻富士 ） 

（ クッチャロ湖 ） 

一般民有林

157
国有林

169

森林の所管別面積（千ha）
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４ 前計画に対する実績及びその評価 
 

 

前半５カ年（平成 2８～令和２年度）の計画量及び実績見込みについては次のとおりです。 

計画事項 区  分 前 計 画 実  績 実 行 率 備  考 

伐採立木材積 

主  伐 194 千 m3 141 千 m3 73 ％  

間  伐 306 千 m3 245 千 m3 80 ％  

計 500 千 m3 386 千 m3 77 ％  

造 林 面 積  

人工造林 2,965 ha 1,701 ha 57 ％  

天然更新 3,162 ha 208 ha 7 ％  

計 6,127 ha 1,909 ha 31 ％  

間 伐 面 積  間  伐 10,455 ha 6,838 ha 65 ％  

林道の開設  

又 は 拡 張  

開  設 38.5 km 44.６ km 116 ％  

舗  装 － km － km － ％  

改  良 － 箇所 － 箇所 － ％  

保安林の指定 保安林指定面積 1,473 ha 109 ha 7 ％  

治山事業の数量 施工地区数  19 箇所 27 箇所 142 ％  

要整備森林の指定 指定箇所数  － 箇所 － 箇所 － ％  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 主伐は、伐採後の人工造林のめどが立たず、伐採を取りやめた箇所があったことなどから、計画

を下回りました。 

 
２ 間伐は、採算性の低い森林が多かったことなどから、計画を下回りました。 
 

３ 人工造林は、未立木地の解消が進まなかったことなどから、計画を下回りました。 

 
４ 天然更新は、天然林の択伐が進まず、更新すべき森林が少なくなったことなどから、計画を下回り

ました。 
 
５ 林道の開設は、施業の低コスト化を図るために路網整備を推進したことから、計画を上回りまし

た。 
 
６ 保安林の指定は、後期計画に繰り越した箇所があったことから、計画を下回りました。 
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５ 計画区の現状・課題と取組 
 

 
本計画区は、北海道の最北に位置し、三方を海に囲まれ、ホタテやウニなどの栽培漁業が基幹産業

であり、農業は酪農を主体に展開しています。また、観光については、雄大な自然が観光資源となっ

ており、自然景観や漁業、農業に配慮した森林づくりが必要です。 

管内の民有林は、人工林が 29％、天然林が 65％、無立木地が 6％で、全道平均と比較すると、無

立木地の割合が高く、人工林の割合が低くなっており、また、ヘクタール当たりの蓄積も 117 ㎡と

全道平均の 152 ㎡を大きく下回っています。 

また、民有林人工林の樹種別面積をみると、トドマツが 53％、次いでアカエゾマツが 30％と多

く、この２つの樹種で全体の 83％を占めており、その齢級構成は、トドマツが 10 齢級（46～50

年生）をピークとして、利用期を迎える林分が増加する見込みです。 

一方、木材価格の低迷などに起因した林業採算性の悪化等により、森林所有者の森林整備に対する

意欲が減退し、手入れ不足の森林が見受けられます。また、厳しい気象条件や土壌条件などの要因に

より、全体として林木の成長が芳しくなく、森林の育成に長期間を要する地域です。 

木材利用の面に着目すると、管内には加工工場が少なく、工場規模も小さいほか、人工乾燥材や集

成材を生産する工場がないため、生産された丸太の多くは管外に移出され、地域材が利用されにくく

なっています。 

これらのことから、本計画区では、希少な野生生物の生息・生育地となっている森林の保全や、森

林の持つ公益的機能の高度発揮を目指し、地域の森林所有者や森林・林業・木材産業関係者と国・道・

市町村などの協働により、以下の取組を進めていくこととします。 

 

 

【計画的な森林整備の推進】 

本計画区の人工林は、トドマツを中心に利用期を迎える森林が増えていますが、木材価格の低迷に

より森林所有者の森林への関心が薄れており、特に、点在する採算性の低い森林では、適切な森林整

備が進んでいません。また、相続による所有権の移転登記が行われていない森林や地元を離れて連絡

が取れない所有者の森林が多くなっていますが、こうした森林について施業実施等の働きかけを行う

ことが難しいことから、森林経営計画の認定率は、全道平均を下回っています。 

今後は、森林経営管理制度を活用して森林経営計画の作成を促進し、点在する森林を取りまとめて

集約化施業を行い、作業コストを抑えるとともに、自然条件が厳しく、木材生産機能の発揮が難しい

森林については、公益的機能が発揮されるよう適切な森林の姿へ誘導するなど、発揮が期待される機

能に応じて、計画的な森林整備を推進します。 

また、離島では、林業事業体がおらず、製材工場等もなかったため、これまでほとんど森林整備が

行われてきませんでした。引き続き、島外の林業・木材産業関係者、国、道、町などが連携して、森林

整備等に向けた検討を進めていきます。 

 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21～

カラマツ類

トドマツ

エゾマツ類

その他針葉樹

その他広葉樹

人工林齢級面積 (ha)

（齢級） 
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【担い手対策】 

本計画区では、他地域に比べて林業事業体の数が少ないことに加えて、新規就業者が少なく、常用

の林業労働者数が年々減少傾向にあることから、森林整備を計画どおりに進められないことが課題と

なっています。 

新規就業者を確保するため、平成 29 年度に「宗谷地域林業担い手確保推進協議会」を設立し、地

域の高校生を対象とした林業体験や学校での就業セミナーで林業のＰＲを行うなど、担い手の確保に

向けて取り組んでいます。 

また、令和２年度には、林業・木材産業の即戦力となり、将来的に企業等で中核を担う、地域に根ざ

した人材を育成するため、「北海道立北の森づくり専門学院（北森カレッジ）」が開校しました。北森

カレッジでは、全道各地で学生の実習やインターンシップを行うこととしていることから、実習フィ

ールドの確保や学生の受入などに協力するとともに、育成された人材を確保できるよう本地域の魅力

発信などに取り組んでいきます。 

今後も、これらの取組を通じて、本地域の担い手の育成・確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【路網整備の推進】 

本計画区では、森林施業を効率的に実施することが課題とな

っており、幹線となる林道、支線として木材を運搬するトラッ

クが走行する林業専用道、施業を行うための林業機械が走行す

る森林作業道を適切に組み合わせて、計画的に路網整備を進め

ることが必要です。 

特に、長期間手入れのされていない森林については、林道や

林業専用道の整備が進んでいないことから、航空レーザ計測に

よる地形情報を活用した林道の設計など、ＩＣＴの活用による

林道計画策定の効率化も図りながら、路網整備を進めていきま

す。 

また、利用期を迎えた人工林において、効率的に木材生産を

行うためには、路網と高性能林業機械を組み合わせた作業シス

テムの構築が必要であることから、事業者の負担軽減を図りな

がら高性能林業機械の導入を進めます。 

【高校生を対象とした林業体験】 【学校での就業セミナー】 

【トラックによる丸太輸送】 
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６ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 

 

 

（１）北海道森林づくり条例等との整合 

北海道の森林は、エゾマツやミズナラに代表される天然林やカラマツなどの人工林が豊かにひろ

がり、清らかな水を貯え、野生生物の生育・生息の場となるとともに、二酸化炭素を吸収し地球温暖

化を防止する等、わたしたちにとってかけがえのない貴重な財産となっています。 

このような森林の多面的な機能を持続的に発揮させるため、林業活動や山村地域等の活性化を図

りながら、道民との協働による森林づくりを進め、広大な大地にふさわしい豊かな生態系をはぐく

む森林を守り育て、将来の世代に引き継がなければなりません。 

道では、このような考え方から「北海道森林づくり条例」を制定するとともに、百年先を見据えた

森林づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「北海道森林づくり基本計画」を策定

しています。 

このことから、地域森林計画の基本的な方針の設定に当たっては、北海道森林づくり条例に定め

る基本理念及び北海道森林づくり基本計画の長期的な目標（めざす姿）を踏まえ、地域の森林・林

業・木材産業の状況、地域経済、産業など自然的・社会的な地域の特徴を踏まえたうえで樹立するこ

ととします。 
 

～条例の基本理念～ 
 
 
 
 
 
 

～基本計画の長期的な目標（めざす姿）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の方々などの意見把握と計画への反映 

計画の樹立に当たっては、検討段階から地域の方々に森林づくりに対する関心や理解をより深め

てもらう取組が必要です。 

このため道では、計画を樹立する地域において市町村への事前アンケートや「地域森林づくり検

討会」を通じて、地域の方々から、森林づくりの重要性や森林計画に関する意見の把握に努め、この

結果を計画に反映しています。 

このうち「地域森林づくり検討会」では、地域での課題や森林づくりの方向性、取組等に関する地

域の関係者や森林所有者、住民の方々の意見・提案を聞くために検討を行い、森林・林業・木材産業

の現状についての認識を深めていただいた上で意見交換を行っています。 

また、地域森林計画の原案が完成した段階で、再度、地域の方々の意見・質問を伺っています。 

さらに、施業方法等の技術的な課題については、専門的知識が必要であることから、研究者などの

学識経験者と意見交換を行い、「市町村森林整備計画」に記載する森林施業の規範となる事項の見直し

を行うこととしています。  
 

○長期的な展望を持ち、地域の特性に応じた森林づくり 
○林業及び木材産業等の健全な発展を通じた森林づくり 
○道民、森林所有者、事業者及び道との協働による森林づくり 

○百年先を見据え、地域の特性に応じた森林づくりを進めるため、自然条件や社会的条件を

踏まえ、発揮を期待する機能に応じて、「水源涵
かん

養林」「山地災害防止林」「生活環境保全

林」「保健・文化機能等維持林」「木材等生産林」に区分し、それぞれの機能を発揮させる

森林づくりを進めます。 
○適切な資源管理に基づく森林づくりに伴い産出される木材を最大限に有効活用し、道民生

活に木材・木製品の利用が定着することをめざします。 
○道民との協働による森林づくりに向けて、木育の全道への普及・定着を図り、豊かな感性

と思いやりの心を育む人づくりと、人と森林や木材が深い絆で結ばれる「木の文化」が息

づく社会をめざします。 
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   計画達成のために  
   
    地域の森林資源を有効に活用し、低コストで効率的な森林整備と安定的・効率的に木材を

供給できる体制整備を図るためには、地域の林業の担い手である林業事業体の育成・強化と

地域の需要に的確に対応するための木材産業の体質強化が重要です。 

    また、森林資源の循環利用を図るため、林産物の新たな需要開拓や川上と川下が連携した

森林づくりから、加工・流通まで一貫した木材供給体制を整備するための取組も重要です。 

    このことから、道では森林づくりの施策として次のような取組を行っています。 

 

   【森林資源の循環利用の推進】 

森林資源の循環利用の推進に向けて、着実な再造林、原木の安定的な供給体制の構築、 

林業事業体の育成及び地域材の利用の促進について重点的に取り組み、「森林の整備の推 

進及び保全の確保」、「林業の健全な発展」、「木材産業等の健全な発展」を図ります。 

  

   【森林の整備の推進及び保全の確保】 

地域の特性に応じた森林の整備及び保全の確保を図るため、適切な森林管理体制を構築 

するとともに、資源の充実に向けた森林の整備や、多様で健全な森林の育成・保全、事前 

防災・減災に向けた治山対策を推進します。 

 

   【林業の健全な発展】 

森林施業の集約化や作業効率の向上による森林施業の低コスト化を進めるとともに、安 

全・適切な施業を実施する林業事業体の育成、さらには、地域の森林づくりを担う人材の 

育成・確保を進めることにより、林業の健全な発展を図ります。 

 

   【木材産業等の健全な発展】 

新たな需要創出などによる地域材の利用の促進や、生産規模に応じた加工・流通体制の 

整備などによる木材産業の競争力の強化、さらには特用林産物の生産の振興を進めること 

により、森林資源の循環利用を推進し、木材産業等の健全な発展を図ります。 
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７ 本計画区の目標 
 

 

 

（１）めざす森林の姿 

計画期間である令和３年度から 1２年度までの 10 年間に、伐採、造林、保育などを計画的に行う

ことで、計画期末の森林の蓄積は約 19,182 千ｍ３へ増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林の区分別の取扱いの考え方、計画期末の森林面積は次のとおりです。 

 

  ○育成単層林 

伐採跡地や未立木地への人工造林を行い育成単層林へ誘導し

   ます。 

 

  ○育成複層林 

天然生林の手入れや育成単層林への樹下植栽などにより育成 

複層林へ誘導します。 

 

  ○天然生林 

疎林への植栽などで育成複層林へ誘導します。 

 

※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

せ維持する森林をいいます。 

 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

させる森林をいいます。 

 天 然 生 林：主に天然力を活用することにより成立させ維持される森林をいいます。 

 

  

  
計  画  期  首  

１８，４０７千ｍ ３   

計   画 期  末  

千ｍ３  
適切な森林の  
整備及び保全   

計 画 期 末 
１９，１８２千ｍ３ 

計画期首 計画期末

90 86 

28 31 

38 40 

森林の区分別面積（千ｈａ）

育成単層林

育成複層林

天然生林

構

成

面

積

※四捨五入により計画期首と計画期末の合

計面積が一致しない。 
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（２）計画事項の概要 

森林の機能に応じた望ましい森林の姿に誘導するため、伐採、造林、間伐について、次のとおり計

画します。 
 

ア 伐採計画について 

 

 

（単位 材積：千㎥） 

区 分 前計画 本計画 

主 伐 427 429 

間 伐 623 583 

計 1,050 1,012 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

イ 造林計画について 
 

（単位 面積：ha） 

区  分 前計画 本計画 

人工造林 5,537 5,531 

天然更新 6,363 5,401 

計 11,900 10,932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 間伐・保育計画について  

 

 

（単位 面積：ha） 

区 分 前計画 本計画 

間 伐 20,784 19,314 

 

 

 

 

 

 

〈基本的な考え方〉 

・主伐は、対象となる人工林が増加しますが、成長が芳しくないことから、前計画と同程

度の計画。 

・間伐は、利用期を迎え、対象となる人工林が減少することから、前計画を下回る計画。 

〈基本的な考え方〉 

・人工造林は、主伐計画が前計画と同程度であることを踏まえて計画することから、前計

画と同程度の計画。 

・天然更新は、天然林の択伐を、前計画の実行量を考慮して計画し、更新が必要な面積が

減少することから、前計画を下回る計画。 

〈基本的な考え方〉 

・間伐面積は、対象となる人工林が減少することから、前計画を下回る計画。 

5,537 5,531 
6,363 

5,401 

0 
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3,000 

4,000 

5,000 
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前計画 本計画
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0 

100 
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400 

500 
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前計画 本計画 前計画 本計画

主伐 間伐
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Ⅱ 計画事項 

第１ 計画の対象とする森林の区域 

地域森林計画の対象とする森林は、森林計画図において表示する区域内の民有林とし、市町村別の面積

は、次表のとおりです。 

 なお、当該区域の森林は、森林法第１０条の２第１項の開発行為の許可（保安林及び保安施設地区の区

域内の森林並びに海岸法第３条の規定により指定された海岸保全区域内に存する森林を除く。）、森林法

第１０条の７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出及び同法第１０条の８第１項の伐採及び

伐採後の造林の届出（保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。）の対象となります。 

 

単位 面積：ha 

区  分 民 有 林 
 

一般民有林 道 有 林 

総   数 １５６，７０２ １５６，７０２ － 

 

 

 

宗 

 

 

  

谷 

猿 払 村 ２５，４１３ ２５，４１３ － 

浜 頓 別 町 １０，５０２ １０，５０２ － 

中 頓 別 町 ９，０９４ ９．０９４ － 

枝 幸 町 ４３，５２６ ４３，５２６ － 

豊 富 町 １１，５１１ １１，５１１ － 

礼 文 町 ６１ ６１ － 

利 尻 町 ６５３ ６５３ － 

利 尻 富 士 町 １，６１３ １，６１３ － 

稚 内 市 ２３，７９４ ２３，７９４ － 

幌 延 町 ３０，５３４ ３０，５３４ － 

（注 1）四捨五入により各項目の数値と合計があわないことがあります。 
（注２）一般民有林の森林計画図は、北海道水産林務部林務局森林計画課並びに当該市町村を所管する 総合振興局・振興局 

産業振興部林務課及び森林室に備え置き、道有林の森林計画図は、所管する森林室に備え置きます。 
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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を総合的かつ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や急速な少子高齢化と人口減少等の社会的情勢の変化も考慮

しつつ、適正な森林施業の面的な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

します。また、これらを踏まえて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適

切な実施やリモートセンシング及び森林ＧＩＳの効果的な活用を図ることとします。 

このため、森林を地域の特性、森林資源の状況並びに森林に関する自然条件及び社会的要請を総

合的に勘案し、それぞれの森林が特に発揮することを期待されている機能に応じて森林の有する公

益的機能の維持増進を図るべき森林としての公益的機能別施業森林と、木材の生産機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林（以下「木材等生産林」という。）の区域を設定するととも

に、公益的機能別施業森林については、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

すべき森林について「水源涵
かん

養林」、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について「山地災害防止林」、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について「生活環境保全林」及び保健文化の機能の維持

増進を図るための森林施業を推進すべき森林について「保健・文化機能等維持林」の区域（以下

「森林の区域」という。）を設定します。 

さらに、「水源涵
かん

養林」においては、水道取水施設上流部に位置し、水資源の安定供給のために特

に保全が求められる森林について「水資源保全ゾーン」、また、「保健・文化機能等維持林」におい

ては、河川や湖沼周辺に位置し生物多様性保全の機能の発揮のために特に保全が求められる森林に

ついて「生物多様性ゾーン（水辺林タイプ）」及び貴重な森林生態系を維持し特に保全が求められる

森林について「生物多様性ゾーン（保護地域タイプ）」をそれぞれの区域の中で重ねて設定します。 

この森林の区域に応じた望ましい森林の姿へ誘導するため、育成単層林における適確な更新や保

育及び間伐の積極的な推進、広葉樹林化・針広混交林化を含め、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、天然生林の的確な保全及び管理等に加え、保安林制度

の適切な運用、山地災害や野生鳥獣被害等の防止対策の推進等により、発揮を期待する機能に応じ

た多様な森林の整備及び保全を図ることとします。 

 また、林道等の林内路網は、効率的な森林施業や森林の適正な管理経営に必要不可欠であり、農

山村地域の振興にも資することから、計画的な路網整備を推進することとします。 

 なお、森林の区域ごとの望ましい森林の姿並びに森林の整備及び保全の基本方針は次表のとおり

とします。 
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【森林の区域と森林の整備及び保全の基本方針】 

公益的機能別施業森林 

発揮を期待

する機能 
森林の区域 望ましい森林の姿 森林の整備及び保全の基本方針 

水源 涵
か ん

養 
機能 

水源 涵
か ん

養林 
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。 

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行うとともに、伐採に伴って
発生する裸地の縮小及び分散を図る施業を推進す
る。 

 水資源保全 

ゾーン 

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、多様な
樹種構成及び樹齢からなる森林。 

良質な水の安定供給を特に確保する観点から、
伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散、植栽
による機能の早期回復並びに濁水発生回避を図る
施業を推進する。 

山地災害 
防止機能 
／土壌保 
全機能 

山地災害防止林 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等が整備さ
れている森林。 

災害に強い地域環境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

の縮小及び回避を推進する。 
また、保安林の指定及び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、谷止めや土留等の施設
の設置を推進する。 

快適環境
形成機能 

生活環境保全林 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。 

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、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
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 
 
 
文化機能 
 
 
 
 
 
 

生物多様性
保全機能 

保健・文化機
能等維持林 

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。 

史跡、名勝や天然記念物などと一
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など、精
神的･文化的･知的向上等を促す場
としての森林。 

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
する渓畔林等、その土地固有の生物
群集を構成する森林。 

保健・レクリエーション利用や文化活動、生物多

様性の保全を進める観点から、森林の構成を維持し

て樹種の多様性を増進することを基本とし、それぞ

れの森林が求められる機能やあり方に応じ、保護及

び適切な利用の組み合わせに留意して、適切な保

育・間伐等や広葉樹の導入を図る施業を推進する。 
また、保健・風致等のための保安林の指定やその

適切な管理を推進するとともに、住民等にとって憩
いと学びの場として期待される森林にあっては、自
然条件や道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。なお、史跡、名
勝や天然記念物などと一体となって潤いのある自然
景観や歴史的風致の創出を期待される森林にあって
は、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推
進する。 

 

生
物
多
様
性
ゾ
ー
ン 

水辺林 
タイプ 

日射遮断、隠れ場形成など野生生
物の生育･生息に適した森林や周辺
からの土砂・濁水等の流入制御等に
寄与している森林で、針広混交林な
どの多様な樹種構成及び樹齢から
なる森林。 

水辺における生物多様性保全の観点から、森林の
保全に配慮した施業を推進するとともに、濁水発生
の回避を図る施業を推進する。 

保護地域 

タイプ 

貴重な森林生態系を構成し、希少
な野生生物の生育･生息に適した森
林で、針広混交林などの多様な樹種
構成及び樹齢からなる森林。 

希少な野生生物の生育･生息地確保の観点から、原
生的な森林の保全に配慮した施業を推進するととも
に、野生生物のための回廊の確保にも配慮した生態
系として重要な森林の適切な保全を推進する。 

 
 

公益的機能別施業森林以外の森林 
発揮を期待

する機能 
森林の区域 望ましい森林の姿 森林の整備及び保全の基本方針 

木材等生産

機能 

木材等生産林 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。 

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。また、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とともに、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。 
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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 

森林の有する多面的機能の発揮に対する要請、森林の構成等を考慮し、次のとおり計画します。 

区  分 現  況 計画期末 増  減 

面積 

育成単層林（注１）（ha） ３８，３９１ ４０，３８６ １，９９５ 

育成複層林（注２）（ha） ２７，９４８ ３０，５１８ ２，５７０ 

天 然 生 林 （注３）（ha） ９０，３６３ ８５，７９８ ▲４，５６５ 

森 林 蓄 積（m3／ha） １１７ １２２ ５ 

（注１）「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をいいます。 
（注２）「育成複層林」とは、森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は単木で伐採し、一定の範囲又は同一空間に 

おいて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をいいます。 

（注３）「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をいいます。 

《内訳》 

ア 一般民有林 

区  分 現  況 計画期末 増  減 

面積 

育成単層林 （ h a ） ３８，３９１ ４０，３８６ １，９９５ 

育成複層林 （ h a ） ２７，９４８ ３０，５１８ ２，５７０ 

天 然 生 林 （ h a ） ９０，３６３ ８５，７９８ ▲４，５６５ 

森 林 蓄 積（m3／ha） １１７ １２２ ５ 

 

イ 道有林 

  該当なし 

 
２ その他必要な事項 

（１）山地災害防止機能をより高度に発揮させるため、急傾斜地や沢沿いの森林土壌が薄く表層崩壊が

起こりやすい箇所については、根系の発達を促し、下層植生が発達した良好な森林を育成するた

め、適切な保育・間伐等の促進に努めることとします。 

 また、長伐期施業や複層林施業による多様な森林への誘導や皆伐に伴う裸地面積の縮小及び分散

を図るよう努めることとします。 

（２）公益的機能が重視される森林で風害の受けやすい地域においては、風害に強い多様な樹種・樹冠

層により形成される森林へ誘導するため、人工造林や天然更新（地表処理等）を適切に組み合わ

せ、樹種や林齢の異なる森林の構造を基本におき、植栽本数の低減や植栽時期の分散を図ることと

します。 

（３）種の保存法（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）に定める「国内希少野生

動植物種」及び北海道生物の多様性の保全等に関する条例に定める「指定希少野生動植物種」並び

に文化財保護法又は文化財保護条例で「天然記念物」及び「特別天然記念物」に指定されている野

生生物の生息環境の保全を図るため、これらの生育・生息状況に配慮した森林施業を図るよう努め

ることとします。 
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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。） 

第２の１の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を踏まえ、

適切な森林の施業方法により、立木を伐採することとします。 

なお、立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、市町村森林整備計画において定められ、森林所有者

等が立木の伐採（主伐）を行う際の規範となります。 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針を示します。 

ア 立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その方法については皆伐又は択伐

によることとします。 

（ア）皆伐 

皆伐については、主伐のうち（イ）の択伐以外のものとします。 

皆伐に当たっては、気象、地形、地質、土壌等の自然条件のほか車道等や集落からの距離と

いった社会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、一箇所当

たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置や景観への影響に配慮し、適確な更新を

図ることとします。 

また、一箇所当たりの伐採面積は、原則として２０ヘクタールを超えないよう、伐採面積の

縮小及び伐採箇所の分散並びに伐採期間の長期化に努めることとします。 

伐採の時期については、地域の森林の齢級構成等を踏まえ、森林の有する多面的機能の発揮

との調和に配慮することとします。 

（イ）択伐 

択伐は、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こととし、原則として

材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては４０％以下）と

します。 

 なお、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こととし、適切な伐採率によることとします。 

イ 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します。  

 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しま

す。 

ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な方法を定め、その方法を勘案して伐採

を行うこととします。特に、伐採後の更新が天然更新により行われる場合には、天然稚樹の生育

状況、母樹の保存、種子の結実、飛散状況等を配慮して行うこととします。 

 なお、自然条件が劣悪なため、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、択伐等適確な更新の確保が図られるよう配慮することとします。 

エ 複層林施業の主伐を行う場合は、上層木の樹冠層を保残させることに特に留意し、自然条件を

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し、下層木の発芽や育成に

配慮するために十分な光が当たるよう、適切な伐採率及び繰り返し期間により行うこととしま

す。 
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（２）立木の標準伐期齢に関する指針 

本計画区にある主要な樹種について、次表のとおり立木の標準伐期齢に関する指針を示します。 

 立木の標準伐期齢は、市町村森林整備計画において、次表の林齢を基礎として、市町村内の標準

的な自然条件及び社会的条件にある森林における平均成長量が最大となる林齢を基準とし、森林の

有する多面的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定められます。 

 なお、標準伐期齢は、地域の標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定められる

ものであり、定めた林齢に達した時点での森林の伐採を義務付けるものではありません。 

 また、保安林等における伐採規制等の指標に用いられます。 

樹      種 林  齢 

人 
 

工 
 

林 

エゾマツ・アカエゾマツ ６０ 

トドマツ ４０ 

カラマツ（グイマツとの交配種を含む） ３５ 

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 

その他広葉樹 ４０ 

天
然
林 

主として天然下種によって生立する針葉樹 ６０ 

        〃        広葉樹 ８０ 

主としてぼう芽によって生立する広葉樹 （注） ２５ 

（注）「主としてぼう芽によって生立する広葉樹」とは、薪炭材、ほだ木等の原木生産を目的として、ぼう芽に 
よって更新を図る広葉樹をいいます。 

 

（３）その他必要な事項 

ア 木材等生産林においては、持続的、安定的な木材等の生産を図るため、資源の保続に配慮

し、齢級構成に留意しながら、施業の集約化や機械化を通じた効率的な伐採に努めることと

します。 

イ 適切な人工林資源の循環利用を維持するため、高齢級間伐も取り入れた長伐期施業に取

り組み、資源の平準化を図ることとします。 

なお、長伐期施業を実施する林分の選定に当たっては、地位が高く、間伐により適切に密

度管理を行ってきた箇所や風雪害が少ない地域を選択するなど、長伐期施業の導入が可能な

林分であるかを判断しながら進めることとします。 

ウ 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、渓流周

辺や尾根筋等、森林における生物多様性の保全などのために必要がある場合には、所要の

保護樹帯を設置することとします。 

エ 次の地域は、林地崩壊、生態系のかく乱などにつながるおそれがあり、また、伐採後の

更新が困難となることから、皆伐を行わないよう努めることとします。 

ａ 確実な更新が困難な湿地・風衝地・岩石地等 

ｂ 土砂の流出や崩壊が発生するおそれがある急傾斜地・石礫地・沢沿い等 

ｃ 野生生物の生育・生息の場の提供、水質浄化、土砂や濁水の流入制御等の機能を持つ河

川や湖沼周辺の水辺林等 

オ 伐採作業等に伴う立木への損傷は、将来的に腐朽菌被害の発生につながるおそれが高い

ことから、伐採等に当たっては、必要に応じて保護板（あて木）を設置するほか、機械の



- 22 - 

 

林内走行の範囲を森林作業道・集材路に限定するなどにより、伐採しない立木への損傷を

できる限り減らす作業に努めることとします。 

カ 伐採等の実施に当たっては、降雨等による土砂や汚濁水の流出防止に努めるとともに、

伐採作業の途中であっても大雨が予想される場合等は、必要に応じて集材路等に排水路を

作設するなど、浸食防止に努めることとします。 

   なお、水道取水施設の上流で造材を行う場合等で、降雨等により河川の汚濁が懸念される

場合は、伐採・搬出を土壌が凍結する冬季間に行うなど時期や方法に配慮することとしま

す。 

   また、特に河川周辺で造材を行う場合は、増水時に枝条や残材等が流出して流木被害の一

要因とならないよう、十分に留意することとします。 

キ 高性能林業機械を積極的に導入し、効率的な作業を目指すとともに、労働安全に努める

こととします。 

ク 特色ある森林景観や野生生物の生育・生息環境の保全に配慮した伐採を行うこととします。 

特に、クマゲラ、シマフクロウ及びクマタカ等の希少鳥類について、営巣木が確認された場

合、その営巣木の位置や営巣期間等に配慮し、伐採の内容や伐採の時期の調整を行うこととし

ます。 

また、イトウが多く生息している河川近隣については、イトウの生態や生息環境に配慮した

森林施業に努めることとします。 

２ 造林に関する事項 

第２の１の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を踏まえ、適

切な森林の施業方法により、造林することとします。 

（１）人工造林に関する指針 

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のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育

成単層林として維持する森林において行うこととします。 

人工造林に当たっては、効率的な森林整備を行うため、将来の保育コストを抑える観点から、高

性能林業機械の導入を見据えた施業プランの下で検討することとします。 

なお、人工造林の対象樹種及び標準的な方法（樹種別及び仕立ての方法別の標準的な植栽本数を

含む。）、伐採跡地の人工造林を実施すべき期間は、市町村森林整備計画において定められ、森林所

有者等が人工造林を行う際の規範となります。 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

次のとおり、人工造林の対象樹種に関する指針を示します。 

（ア）人工造林の対象樹種は、気象、地形、地質、土壌等の自然条件への適合、それぞれの樹種の

特質、既往の成林状況など適地適木を基本として、地域における造林種苗の需給動向及び木材

需給等にも配慮し、選定することとします。 

（イ）多様な森林の整備を図る観点から、広葉樹や郷土樹種を含め、幅広く樹種を検討することと

します。特に、河畔沿いについては、河川の水質浄化や落葉等による有機物の供給などが期待

できることから、積極的に広葉樹を選定することとします。 

 なお、山腹崩壊の危険性が高い急傾斜地や沢沿いについては、カツラやミズナラ等の深根性
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で根系の支持力が大きい樹種の植栽に考慮することとします。 

（ウ）育成複層林へ誘導する林分については、樹種の耐陰性や既往の成林状況、自然条件等を勘案

し、植栽樹種を選定することとします。 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、人工造林の標準的な方法に関する指針を示します。 

（ア）育成単層林を導入又は維持する森林 

ａ 寒風害等の気象害及び病虫害等に考慮し、保護木・保護樹帯の配置、同一樹種の大面積造

林の回避など、多様な森林の整備に配慮して行うこととし、適確な更新により裸地状態を早

急に解消するため、気象、地形、地質、土壌等の自然条件に適合した樹種を早期に植栽す

ることとします。特に、水源 涵
か ん

養林、山地災害防止林にあっては、林地の安定化を目的と

した無立木地への植栽を積極的に行うこととします。 

b 地拵えは、それぞれの地域の自然条件、植生及び過去の野ねずみ被害の状況等を考慮し

たうえで、全刈り又は筋刈りにより行うこととします。 

c 植栽時期は春又は秋植えとしますが、乾燥時期を避け、必要に応じて植え穴を大きくして

植え付けるなど、その後の苗木の活着と成長が十分図られるように行うこととします。 

d 植栽本数は、次表の主要樹種の植栽本数を基礎として、既往の植栽本数及び個々の樹種特

性を勘案して仕立ての方法別に定めることとし、多様な森林の整備を図る観点から、様々な

施業体系や生産目標を想定した植栽本数について検討することとします。 

 植栽本数の検討に当たっては、周囲の人工林の生育状況、気象災害の発生状況等を勘案

し、森林の有する多面的機能の発揮や植栽コストの低減を図ることを目的に本数の低減につ

いても併せて検討することとします。特に、初期成長が早く、通直性や耐そ性が向上したグ

イマツ雑種Ｆ１等を植栽する場合は、植栽本数の低減に努めることとします。植栽本数の低

減に当たっては、将来の保育コストを抑える観点から、高性能林業機械の導入を見据えた植

栽設計を検討することとします。 

 また、周囲に樹冠が十分発達した母樹があり、天然更新も期待できる林分にあっては、天

然更新木の積極的な活用による植栽本数の低減を検討することとします。 

【植栽本数】                                   単位 本／ha 

仕立ての方法 
樹          種 

カラマツ トドマツ アカエゾマツ その他針 広葉樹 

密仕立て ２，５００ ２，５００ ２，５００ ２，５００ ３，０００ 

中庸仕立て ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 

疎仕立て １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ 

e 効率的な施業実施の観点から、技術的合理性に基づき、コンテナ苗の活用や伐採と造林の

一貫作業システムの導入についても努めることとします。 

 なお、コンテナ苗の植栽時期については、裸苗に比べ植栽時期が延長できることから、２

の（１）のイ（ア）ｃの時期によらないものとするが、自然・立地条件等を十分に考慮し、

確実な成林が期待できるよう植え付け時期の配慮に努めることとします。 

（イ）育成複層林を導入又は維持する森林 

下層木の成長に必要な照度を常に確保することとします。 

なお、植栽により更新を確保する場合は、上層木の枝下部への植栽を避けることとし、植栽本
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数については、標準的な植栽本数に上層木の材積伐採率を乗じた本数以上を基本とすることとし

ます。 

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度

の初日から起算して 2 年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。 

皆伐による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、伐採が

終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内に人工造林を実施し、更新を図ること

とします。 

 択伐による部分的な伐採跡地については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算

して５年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。 

（２）天然更新に関する指針 

天然更新は、気象、地形、地質、土壌等の自然条件、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適確な更新が図れる森林において行うことします。 

なお、天然更新の対象樹種及び標準的な方法、伐採跡地の天然更新を実施すべき期間は、市町村

森林整備計画において定められ、森林所有者等が天然更新を行う際の規範となります。 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

天然更新の対象樹種は、天然下種更新ではイタヤカエデ、カンバ類、シナノキ、ハリギリ、

ハンノキ類、ミズナラ、ヤチダモなど高木性の樹種とし、ぼう芽更新ではイタヤカエデ、ハル

ニレ、ミズナラなど高木性でぼう芽性の強い樹種とします。 

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、天然更新の標準的な方法に関する指針を示します。 

（ア）天然更新完了の判断基準 

２（２）ウに定める天然更新をすべき期間内に、天然に発生した稚幼樹の成立が確実に見込め

る樹高成長があり、かつ、周辺の植生の草丈に５０cm 程度の余裕高を加えた樹高となった高木

性樹種（注１）の稚幼樹等（注２）が、幼齢林（注３）では成立本数が立木度（注４）３以上、幼齢林以外の

森林では林地面積（注５）に対する疎密度が３０％以上となった状態をもって更新完了とします。 

 また、ぼう芽更新の場合は、切株から発生したぼう芽幹の生育が確実に見込める伸長があり、

かつ、周辺の植生の草丈に５０cm 程度の余裕高を加えた樹高となった状態で、幼齢林では成立

本数が立木度３以上、幼齢林以外の森林では林地面積に対する疎密度が３０％以上となった状態

をもって、更新完了とします。ただし、林地内で更新の状況が異なる場合は区画を分割し、それ

ぞれの区画に対して判断を行うこととします。 

天然更新をすべき期間内に完了の判断基準を満たさない場合は、天然更新補助作業又は植栽に

より更新を図ることとします。また、更新の方法を変更して人工造林により更新を行う場合は、

「人工造林の標準的な方法」において樹種ごとに定められた標準的な本数を植栽することとしま

す。 

 なお、天然更新の完了を確認する方法の詳細については、「天然更新完了基準書の制定について

（平成２４年５月１５日付け森林第１１１号森林計画課長通知）」によることとします。 

 
（注１）「高木性樹種」とは、将来において樹冠上層部を形成する樹種で、かつ、樹高が１０ｍ以上になる樹種です。 
（注２）「稚幼樹等」とは、稚幼樹のほか、保残木及びぼう芽を含みます。 
（注３）「幼齢林」とは、伐採後おおむね１５年生未満の森林をいいます。 

（注４）「立木度」とは、幼齢林において、現在の林分の本数と当該林分の林齢に相当する期待成立本数（天然更新すべき
本数の基準）との対比を十分率であらわしたもので、立木度３は期待成立本数の３割が更新した状態をいいます。 
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立木度＝現在の林分の本数／当該林分の期待成立本数（注 6）×１０ 

（注５）「林地面積」とは、更新完了の判断を行う区画の面積です。 

（注６）「天然更新をすべき期間が満了した日における期待成立本数」 

広葉樹               針葉樹（中層、下層は広葉樹に準じる） 

階層 期待成立本数  階層 期待成立本数 

上層 300 本/ha  上層（カラマツ） 300 本/ha 

中層 3,300 本/ha  上層（その他の針葉樹） 600 本/ha 

下層 10,000 本/ha 

  上層：母樹になりうる前生樹で、樹冠が大きく成長した壮齢林、老齢林（天然林の標準伐期齢） 

  中層：伐採後に更新したと考えられるもののうち、樹種特性上初期成長が早い樹種及び前生樹などで上層木より樹冠面

積の小さいもの 

  下層：中層木よりも樹冠面積の小さいもの 

（イ）天然更新補助作業の標準的な方法 

天然下種により更新を行う場合には、ササや粗腐植の堆積等により更新が阻害されている箇所

については、かき起こしや枝条整理等を行うこととし、ササなどの競合植物により天然に発生し

た稚幼樹の生育が阻害されている箇所については、刈出し等を行うこととします。 

 また、ぼう芽により更新を行う場合には、樹液の流動期（６～８月）を避けて伐採するととも

に、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき又は植込み等を行うこととします。 

 いずれの箇所も定期的に更新の状況等を確認し、必要に応じ補植等を行い、更新を確保するこ

ととします。 

なお、かき起こしの実施に当たっては、林地の保全に十分留意することとし、更新が不十分な

箇所については、補植等を行って更新を確保することとします。 

 

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針 

伐採跡地における林地の荒廃を防止する観点から、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して５年以内に更新を完了させることとします。 

 期間内に更新が完了しなかった場合は、速やかに更新を図る観点から、伐採が終了した日を含む

年度の翌年度の初日から起算して７年を経過する日までに天然更新補助作業又は植栽により更新を

図ることとします。 

（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

主伐後の適確な更新を図るため、次の森林については原則として植栽によらなければ適確な更新

が困難な森林とし、植栽により更新を図ることとします。 

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域は、自然条件や森林の有する機能の早

期回復に対する地域住民等からの社会的要請などを勘案し、市町村森林整備計画において定められ

ます。 

① 気象、地形、地質、土壌等の自然条件及び植生等により天然更新が期待できない森林 

② 早期に成林を目指す必要がある資源の循環利用を目的とした木材等生産林の人工林 

③ 水源 涵
か ん

養機能の早期回復が特に求められる水資源保全ゾーンの森林 

なお、天然更新が期待できない森林を指定する場合は、ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新

に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚幼樹や後継樹の生育状況、林床や地表の状況、病虫

獣などの被害の発生状況、当該森林及び近隣における主伐箇所の天然更新の状況などを勘案する

こととします。 
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 また、次の箇所は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域には含めないこととしま

す。 

 ① 保安林等の制限林内で施業方法が定められている森林 

 ② 保健機能森林の区域内における森林保健施設の設置が見込まれる森林 

 ③ 公益的機能別施業森林の区域で別途更新の方法が定められている森林 

 ④ 湿地、風衝地、岩石地等で更新が著しく困難な森林 

 ⑤ ぼう芽性の強い広葉樹で構成される人工林 

（４） その他必要な事項 

ア 土砂の流出が懸念される急傾斜地等で地拵えを行う場合は、全刈りを避け、刈払いの方向や

枝条等の置き場に十分に留意することとします。 

イ 伐採跡地等が放置されないようにするため、森林組合等と連携して森林経営に意欲的な者に

伐採跡地等の取得を促すなど林地流動化の取組を通じて、伐採跡地等の更新を確保します。 

 

３ 間伐及び保育に関する基本的事項 

第２の１の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を踏まえ、

適切な森林の施業方法により、間伐及び保育を実施することとします。 

 なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法、並びに保育の標準的な方法は、市

町村森林整備計画において定められ、森林所有者等が間伐及び保育を行う際の規範となります。 

（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針を示します。 

ア 間伐は、林冠がうっ閉し、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

採する方法により、伐採後、一定の期間内に林冠がうっ閉するよう行うこととします。 

イ 間伐に当たっては、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します。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します。 

 なお、主要樹種ごとの標準的な間伐の時期等については、次表のとおりとします。 

 

樹  種 

（生産目標） 
施業方法 

間伐の時期（林齢） 
間伐の方法 

初回 ２回 ３回 ４回 ５回 

カラマツ 

【グイマツとの交配種を含む】  

（一般材） 

植栽本数：2,000 本/ha 

仕立て方法：中庸仕立て      

主伐時の設定：450 本/ha 

24 

～ 

28 

34 

～ 

38 

46 

～ 

50 

- - 
選 木 方 法：定性及び定量 

間伐率(材積率)：20～35％ 

トドマツ 

（一般材） 

植栽本数：2,000 本/ha 

仕立て方法：中庸仕立て 

主伐時の設定：500 本/ha 

28 

～ 

32 

40 

～ 

44 

52 

～ 

56 

- - 
選 木 方 法：定性及び定量 

間伐率(材積率)：20～35％ 

アカエゾマツ 

（一般材） 

植栽本数：2,000 本/ha 

仕立て方法：中庸仕立て 

主伐時の設定：400 本/ha 

22 

～ 

26 

29 

～ 

33 

39 

～ 

43 

51 

～ 

55 

64 

～ 

68 

選 木 方 法：定性及び定量 

間伐率(材積率)：20～35％ 

（注１）「カラマツ間伐施業指針（北海道林務部監修）」、「トドマツ人工林間伐の手引き（北海道林務部監修）」及び「アカエゾマツ 
人工林施業の手引き（（地独）北海道立総合研究機構林業試験場発行）」などを参考とした。 
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（注２）植栽本数、主伐時の生産目標及び仕立て方法、主伐後の施業方針等により、間伐時期が異なることに留意すること。 

ウ 保育コストの低減を図り、労働災害の防止に資するため、緩傾斜地など機械化による作業に適

した条件にある森林については、高性能林業機械の導入や列状間伐を推進することとします。 

（２）保育の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、保育の標準的な方法に関する指針を示します。 

ア 下刈り 

下刈りは、植栽樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、植栽樹種の健全な育成を図るため、

局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じて適切な時期及び作業方法により行うこととし、その終

期は、植栽樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断することとします。 

イ 除伐 

除伐は、下刈りの終了後、林冠がうっ閉する前の森林において、侵入木や通常の成長が見込

めない若しくは形質の悪い植栽樹種などを除去し、植栽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します。植栽樹種以外であっても、その生育状況、多面的

機能の発揮及び将来の利用価値等を勘案し、有用なものは保残し育成することとします。 

ウ つる切り 

育成の対象となる立木の健全な成長を促すため、樹幹に巻き付いたつる類を切って取り除くこと

とします。除伐と合わせて行うことを基本とし、つる類の繁茂の状況に応じて実施します。 

（３）その他必要な事項 

木材等生産林においては、森林の健全性を確保し利用価値の向上を図るため、適切な間伐及び保

育を実施することとします。 

特に、枝打ちについては、生産目標及び立木の生育状況に応じて適切な時期及び枝打ち高により

行うこととします。 

 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

公益的機能別施業森林等の区域の基準は次のとおりとします。 

 なお、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は、森林資源の構成、森林

に対する社会的要請等に基づき形成された地域の合意等を勘案して、市町村森林整備計画で定められ

ます。 

（１）公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する

指針 

森林は単一の機能のみでなく、複数の機能を有していますが、その中でも土砂の流出を抑え、山

地災害を防止する機能の発揮を期待する森林については、人々の生命・財産を守る最も重要な機能

の発揮を期待する森林として位置付け、山地災害防止林等の公益的機能別施業森林として設定する

ことを基本とします。 

保安林や様々な法律等による指定区域内の森林については、指定目的に応じた公益的機能の維持

増進が不可欠であるため、公益的機能別施業森林の区域とします。ただし、期待する機能の発揮に

向けた最も適切な施業方法が異なる場合は、複数の機能の発揮を期待する森林として取り扱うこと

も可能とします。 

生物多様性の保全は、伐採や自然のかく乱などにより時間軸を通して常に変化しながらも、一定

の広がりにおいて様々な生育段階や多様な樹種から構成される森林が相互に関係して機能が発揮さ

れることから、全ての森林において機能の発揮が期待されています。その中で、特に原生的な森林
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生態系を構成している森林や希少な野生生物が生育・生息する森林、生態系の配慮が求められる水

辺林など属地的に機能の発揮を期待するものについては、生物多様性ゾーンの区域とすることとし

ます。 

生物多様性ゾーンの設定により生物多様性の保全機能の発揮を期待する森林については、野生生

物の生息や希少な植生の分布地に配慮し、森林の減少や分断を防ぎ、広域的な観点から、森林の連

続性と野生生物の共存に配慮した回廊状の森林が確保されるよう努めることとします。 
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区域の設定の基準及び森林施業の方法に関する指針 

【共通ゾーニング】 

（注１）「上乗せゾーニング」とは、北海道の森林・林業の現状や課題、地域の特性やニーズ等により、目指す姿や施業の方法などをより
きめ細かく定めるために共通ゾーニングの中において上乗せして設定されたゾーニングです。 

（注 2）皆伐を行う場合の面積の上限は、原則として１０ヘクタールを下限として市町村森林整備計画で定めることとします。 

森林の区域 区域の設定の基準 施業の方法に関する指針 

水源 涵
か ん

養林 
水源 涵

か ん

養機能の高度発揮が求められている森林を基本と
し、水源かん養保安林及び干害防備保安林、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、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、
水源 涵

か ん

養機能の評価区分が高い森林など水源の 涵
か ん

養の機能

の維持増進を図る森林について、集水区域等の森林の自然条
件、林況、地域の要請を踏まえた上で林班単位等で面的に定
める。 

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本と
し、伐期の延長、伐採面積の縮小及び伐採箇所の分

散を図る。 

山地災害防止林 

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

いる森林を基本とし、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保
安林、なだれ防止保安林及び落石防止保安林、砂防指定地周
辺、山地災害危険地区等や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、山地災害防止/土壌保
全機能の評価区分が高い森林について、それぞれの森林に関
する自然条件及び社会的条件、林況、地域の要請を踏まえ、

林小班単位で定める。 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと

もに、急傾斜地等に位置し、機能を高度に発揮さ
せる必要のある森林については択伐による複層林
施業を行うこととし、それ以外の森林については

複層林施業を行うこととする。 
 また、適切な伐区の形状・配置等により機能の
確保が可能な場合には、長伐期施業（注）を推進す

べき森林として定めることとする。 

生活環境保全林 

快適環境形成機能の高度発揮が求められている森林を基本
とし、飛砂防備保安林、防風保安林、潮害防備保安林、防雪

保安林、防霧保安林及び防火保安林、道民の日常生活に密接
な関わりを持ち塵などの影響を緩和する森林、風害、霧害な
どの気象災害を防止する効果が高い森林、快適環境形成機能

の評価区分が高い森林について、それぞれの森林に関する自
然条件及び社会的条件、林況、地域の要請を踏まえ、林小班
単位で定める。 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと
もに、林帯の幅が狭小な防風林等、面的な伐採に

より機能を発揮できなくなるおそれのある森林に
ついては択伐による複層林施業を行うこととし、
それ以外の森林については複層林施業を行うこと

とする。 
 また、適切な伐区の形状・配置等により機能の
確保が可能な場合には、長伐期施業（注）を推進す

べき森林として定めることとする。 

保健・文化機能

等維持林 

保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保
全機能の高度発揮が求められている森林を基本とし、保健保
安林及び風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及

び特別緑地保全地区、都市計画法に規定する風致地区、文化
財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャン
プ場・森林公園等の施設を伴う森林などの国民の保健・教育

的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観
等を形成する森林など、保健・レクリエーション、文化、生
物多様性保全機能の評価区分が高い森林について、それぞれ

の森林に関する自然条件及び社会的条件、林況、地域の要請
を踏まえ、林小班単位で定める。 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと
もに、特に機能の発揮が求められる森林については
択伐による複層林施業を行うこととし、それ以外の

森林については複層林施業を行うこととする。 
 また、適切な伐区の形状・配置等により機能の確
保が可能な場合には、長伐期施業（注）を推進すべき

森林として定めることとする。 
 なお、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
必要な森林については、特定広葉樹育成施業を推進
すべき森林として定めることとする。 

（注）「長伐期施業」とは、標準伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいいます。 

 
【上乗せゾーニング（注１）】 

森林の区域 区域の設定の基準 施業の方法に関する指針 

水資源保全 

ゾーン 

水源 涵
か ん

養林のうち、属地的に水源 涵
か ん

養機能の発揮が特に

求められている森林を基本とし、水道取水施設等の集水域及
びその周辺において、市町村が特に水質保全上重要で伐採の
方法等を制限する必要があると認める森林について、それぞ

れの森林に関する自然条件及び社会的条件、地域の要請を踏
まえ、林小班単位で定める。 
 特に、北海道水資源の保全に関する条例（平成 24 年条例

第 9 号）第 17 条の規定に基づく水資源保全地域に指定され
る森林について、林小班単位で定める。 

伐採面積の縮小（注２）及び伐採箇所の分散化に努

めることとし、水質への影響を最小限に抑えるた
め、伐採、造材及び搬出を冬季間に行うなど、時期
や搬出方法等に留意するとともに、集材路等へ水切

りを設置するなど降雨等により河川に土砂が流出
しないよう、きめ細かな配慮を行うこととする。 

生
物
多
様
性
ゾ
ー
ン 

水辺林 

タイプ 

保健・文化機能等維持林のうち、属地的に生物多様性保全
機能の発揮が特に求められている森林を基本とし、中でも生
物多様性への配慮が求められる水辺林、周囲からの土砂や濁

水等の流入により生態系に影響を与える恐れのある水辺林、
地域で生物多様性の維持増進に取り組んでいる水辺林等、市
町村が特に保全が必要と認める水辺林について、河川の両岸・

湖沼周辺から原則２０ｍ以上の区域を小班単位又は小班の一
部について定める。 

伐採方法は択伐とし、作業路・集材路は極力既設
路線の使用に努め、集材路や重機の使用に当たって
は土砂流出等を最小限に抑えるようきめ細かな配

慮を行うなど、伐採及び造材に伴う地表かく乱を最
小限に抑えることとする。 

保護地域

タイプ 

保健・文化機能等維持林のうち、属地的に生物多様性保全
機能の発揮が特に求められている森林を基本とし、他の法令
や計画等により既に保護地区として設定されている森林のほ

か、市町村が特に保護地域として保全が必要と認める森林に
ついて林小班単位で定める。 

伐採方法は択伐とし、伐採等による環境変化を最
小限に抑えることを最優先し、森林の保護を図るこ
ととする。 
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（２）木材の生産機能の維持増進を図るための施業を推進すべき森林の区域の基準及び

当該区域内における施業の方法に関する指針 

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地利

などから効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定することとします。 

また、自然条件及び社会的条件、公益的機能の発揮に留意しつつ、森林施業の集約化、路網整備

や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとし、多様な木材需要に応じた持続的・安定

的な木材などの生産が可能となる資源構成となるよう努めることとします。 

区域の設定の基準及び施業の方法に関する指針 

森林の区域 区域の設定の基準 施業の方法に関する指針 

木材等生産林 林木の生育に適した森林、路網の整備状況等か

ら効率的な施業が可能な森林など、木材等生産機
能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体
として森林施業を行うことが適当と認められる森

林について、必要に応じて林小班単位で定める。 

木材等の生産目標に応じた主伐の時期及び方

法を定めるとともに、植栽による確実な更新、
保育及び間伐等を推進することを基本とし、森
林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた

効率的な森林整備を推進する。 

なお、木材等生産林における主伐時期については、木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して伐

採時期の多様化・長期化を図るなど生産目標に応じた林齢で伐採することとし、人工林の主要な樹種

の主伐時期については次表を目安として定めることとします。 

樹  種 生 産 目 標 仕立て方法 主 伐 時 期 

カラマツ 
（グイマツとの交配種を含む） 

一般材生産・３０cm 中庸仕立て ６０年 

トドマツ 一般材生産・３０cm 中庸仕立て ６５年 

アカエゾマツ 一般材生産・２８cm 中庸仕立て ８０年 

（３）その他必要な事項 

特になし 

 

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、林業専用道及び森林作業道（以下、「林道等」という。）は、国土の保全、地球温暖化防止等

の多面的機能を有する森林の適切な整備及び保全の推進、効率的かつ安定的な林業経営の確立のた

め必要不可欠であるとともに、山村の生活環境の維持、都市との交流や連携、地域の振興等に重要

な役割を果たしています。 

 林道等の開設及び改良については、森林に関する気象、地形、地質、土壌等の自然条件、当該林道

等に係る集落からの距離等の社会的条件、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、特に、木材の搬出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」からなる高密度の

路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業システムに対応したものとします。 

 また、森林の利用形態や地形・地質等に応じた林道等の規格・構造を柔軟に選択しコストの縮減

に努めるとともに、自然条件や社会的条件が良好であり、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するなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進することとします。 
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基幹路網（注）の現状（令和２年３月現在） 

                           単位 延長：ｋｍ 

区  分 

路線数 延 長 

 うち 

林業専用道 

 うち 

林業専用道 

民 有 林 144 68 432.2 78.3 

 一般民有林 144 68 432.2 78.3 

 道 有 林 － － － － 

（注）「基幹路網」とは、林道及び林業専用道をいいます。 

（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に関する基本

的な考え方 

ア 路網密度の水準 

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出に係る作業システムに応じ、次の表を

目安として基幹路網及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとします。 

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 路網密度：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（注１） 
１００以上 ３５以上 

中傾斜地（15°～30°） 
車両系作業 

システム 
７５以上 ２５以上 

急傾斜地（30°～） 
架線系作業 

システム（注２） 
１５以上 １５以上 

（注１） 『車両系作業システム』とは、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。グラップル、ウィンチ、フォワーダ等を活用。 
（注２） 『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。 

イ 作業システムに関する基本的な考え方 

間伐等の素材生産の低コスト化、高効率化を図るためには、高性能林業機械の性能を最大限に発

揮させることを主眼とした労働生産性の向上が不可欠となります。このためには、機械の性能に応

じ一定規模以上の事業量の安定的な確保や、機械作業に適合した高密度の路網、工程全体を通じて

生産性が高まるような人員や機械の配置など、地域においてそれらを総合的に組み合わせた低コス

ト作業システムを構築していく必要があります。とくに作業全体の効率性を左右する木寄せ・集材

工程の効率化を図ることが重要であることから、主にグラップル、ウィンチ、フォワーダ等の車両

系林業機械に適合させる形で、輸送距離や輸送量を勘案し、路網をそれぞれの役割に応じて組み合

わせ、傾斜等に応じた密度により適切に配置することとします。 

（３）路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基本

的な考え方 

間伐等の森林施業を実施する計画があり基幹路網を開設する予定がある区域や、森林施業

を実施することが望ましいものの既設路網がなく基幹路網の開設が必要な区域を、市町村森

林整備計画において路網整備等推進区域として設定し、路網整備と併せて効率的な森林施業

を推進することとします。 
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（４）路網の規格・構造についての基本的な考え方 

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、林道、林業専用道及び森林作業道の整備に当た

っては、それぞれ林道規程（昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通知）、北

海道林業専用道作設指針（平成２３年３月３１日付け森計第１２８０号北海道水産林務部長通知）

及び北海道森林作業道作設指針（平成２３年３月３１日付け森整第１２１９号北海道水産林務部長

通知）に則り開設することとします。 

（５）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 

制限林以外の森林であって、地形、地質、土壌等の自然条件から判断して、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を生ずる

と認められる森林を次のとおり定めます。 

 なお、搬出の方法は、地表の損傷を極力避けるため、ウィンチ等による集材を採用するなど、重機

械類の林内走行をできるだけ少なくするとともに、集材路等については既設路線の使用に努め、労

働安全上やむを得ず新設する場合も必要最小限にとどめるなど、方法を適切に選択して森林の更新

又は土地の保全に与える影響を可能な限り小さくすることとします。 

                                単位 面積：ｈａ 

区   分 森林の所在 面  積 搬出方法 

総   数 該当なし   

市町

村別

内訳 

    

    

（６）その他必要な事項 

ア 土場、作業施設その他の森林整備に必要な施設の整備に当たっては、地形・傾斜等地域の特性

に応じ、集約化施業や高性能林業機械による低コスト作業に対応するなど、木材等の合理的な搬

出を行うために必要な施設として整備し、適切に管理することとします。 

イ 林道通行の安全確保のため、標識や安全施設の整備に努めるとともに、林道の機能保全

や災害の未然防止のため、林道の適切な維持管理に努めることとします。また、通行の安

全を確保するため必要に応じて、通行を禁止する安全施設の整備を講ずるものとします。 

ウ 林道等の整備に当たっては、１の（３）のクにおける森林施業と同様の取扱いに努めることと

します。 

エ 林道の開設等に当たっては、開設現場周辺の確認や必要に応じて専門家等への相談を行うなど、

希少鳥類（オジロワシ、オオワシ、タンチョウ、シマフクロウ等）に配慮することとします。 

 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業

の合理化に関する事項 

小規模な森林所有形態や林業従事者の高齢化等の課題を克服し、低コストで効率的な森林整備を進

めるとともに、安定的、効率的に木材を供給できる体制を整備するため、森林所有者、森林組合、市

町村、国有林等の流域を単位とした関係者の合意形成を図りながら、委託を受けて行う森林の施業又

は経営の実施、森林施業の共同化、林業従事者の養成及び確保、道産木材の流通・加工体制の整備等

について、計画的かつ総合的に推進することとします。 

 なお、森林施業の合理化に関する事項の推進に当たっては、地域の関係者が連携し、森林施業や林

業経営の合理化・効率化、地域のエネルギー資源としての木質バイオマス利用の可能性等を含めた木
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材需給の動向と見通しなど、効率的な森林整備や安定的な木材供給を図るうえでの課題や目標等を明

確にしつつ取り組むこととします。 

（１）森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関す

る方針 

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等を図るため、森林所有者等への働きかけ、施業集

約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経営の受委託に必要な情報の入手方法の周知をはじめ

とした普及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、意欲ある森林所有

者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を進めるとともに、林業経営の委託への転換等

を目指すこととします。その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、市町村による森林の土地

の所有者等の情報整備･提供や森林組合等による施業内容やコストを明示した提案型施業の普及及

び定着を促進するほか、面的にまとまった共有林での施業の促進や経営意欲の低下した森林所有者

等の森林について森林組合等による森林の保有･経営の円滑化を図ることとします。 

 また、森林施業の共同化を促進するためには、森林所有者間の合意形成を図ることが必要です。

このため、市町村及び森林組合等による地域協議会等を開催するとともに、普及啓発活動を展開す

ることにより、合意形成を図るとともに、森林施業の共同実施及び作業路網の維持管理等を内容と

する施業実施協定の締結等により森林所有者等の共同による施業の確実な実施を促進することとし

ます。 

 併せて、今後、間伐等の適切な整備及び保全を推進するための条件整備として、境界の整備など

森林管理の適正化を図ることとします。 

（２）森林経営管理制度の活用の促進に関する方針 

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、市町村を介して森林所有者が自ら

経営管理を行えない森林を意欲と能力のある林業経営者につなぐことで森林の経営管理の集積・集

約化を図るとともに、経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行うことが

できるように図るなど、森林経営管理制度の活用に努めることとします。 

（３）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を図るため、就業相談会の開催、就業体験等の実施及び技能・

技術の習得のための計画的な研修の実施等による林業就業者のキャリア形成支援並びに森林組合等

の林業事業体における雇用関係の明確化及び雇用の安定化による他産業並みの労働条件の確保等雇

用管理の改善並びに事業量の安定的確保、合併・協業化及び生産性の向上等による事業の合理化を

一体的・総合的に促進するとともに、その支援体制の整備に努めることとします。 

 また、経営方針を明確化し、林業経営基盤を強化することにより、地域の林業の担い手となり得

る林業経営体及び林業事業体を育成し、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

組むとともに、適切な森林施業を行い、労働安全管理に努める林業事業体を活用し、森林所有者の

施業の円滑化を推進することとします。 

ア 人材の育成・確保 

新規の林業就業者や専門的知識を有する技術者の養成、高性能林業機械など高度な運転技術が必

要とされるオペレーターや次世代を担う中堅労働者を対象とした作業リーダーの育成など、研修制

度の充実を図るとともに、林業への新規参入や就労の長期化を促進するための支援などを総合的に

推進し、人材の育成及び確保を図ることとします。 

 また、新規の森林所有者、若手林業後継者及び林業グル－プに対し、経営手法や技術の普及指導
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を図り、後継者等が安定して林業経営を維持できるよう支援することとします。 

 

イ 林業事業体の経営体質強化 

年間を通じた林業従事者の就労を確保するため、林業事業体における森林整備事業の掘り起こし

や林業経営コンサルタントなど、経営の多角化や協業化、合併等による広域化を進め経営の体質強

化、高度化を促進することとします。特に、地域の森林における森林整備の中心的な担い手や山村

地域の雇用の受け皿として、重要な役割を担う森林組合の経営基盤の強化が必要であるため、組織

体制の充実や事業活動の強化、合併の推進などを図り、地域の中核となる森林組合の育成に努める

こととします。 

 また、未利用材を有効活用した製品の提供や森林見学ツアー等の森林空間を活用した森林関連ビ

ジネスを支援することとします。 

さらに、林業事業体の基本的情報等を登録し、公表する「北海道林業事業体登録制度」により、

森林所有者等が客観的情報に基づき森林整備等の受託者を選択することができるようにするととも

に、適切な森林施業の実施や労働安全衛生管理に努める健全な林業事業体の育成に取り組むここと

します。 

（４）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 

木材の生産供給体制の整備と森林施業の合理化を図るため、従来からのチェーンソ－とトラクタ

による作業システムに加え、ハーベスタ、フェラーバンチャ、プロセッサ等による伐倒や、枝払

い・玉切り作業、フォワーダ、スキッダ等による集材作業によるシステムを採用するなど、高性能

林業機械による安全で効率的な作業システムの普及及び定着を図ることとします。 

（５）林産物の利用の促進に関する方針 

地域の森林・林業、木材産業等の活性化及び木材自給率の向上を図るためには、地域で生産され

た木材を地域で消費する「地材地消」の推進が重要です。このため、地域材の利用に向けた道民へ

の普及啓発活動や、工務店・設計会社等との連携などに取り組むとともに、一般消費者への周知を

徹底し、需要促進を図るよう努めることとします。 

 また、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、北海道が策定した「北海

道地域材利用推進方針」（平成 23 年 3 月策定）に即して公共建築物等において積極的に木材、木

製品を利用するほか、建築材をはじめ、木質バイオマスエネルギーへの活用など、幅広い用途での

地域材の利用を促進するとともに、地域材を安定的に供給するため、木材流通の合理化や木材産業

の体質強化を推進することとします。 

ア 木材流通の合理化 

原木流通の合理化を推進するため、共同で利用できる山土場、ストックポイント等、 原木流通

施設の整備を行い、流通ロットの拡大や原木供給の安定化・効率化等を図ります。 

 また、流域森林・林業活性化センター等による流域内の森林所有者、素材生産業者間の合意形成

を進め、生産コストの低減や計画的、安定的な素材生産を行うため、事業の共同化・協業化、出材

ロットの拡大等を推進します。 

イ 木材産業の体質強化 

消費者ニーズを的確に把握し、新しい需要分野の開拓を進めるため、新たな加工技術や新製品・

新デザインの開発を促進します。 

また、木材産業の競争力を強化するため、地域の森林資源や木材需給の変化に対応し、路網と高
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性能林業機械を組み合わせた作業システムの導入などにより、原木の安定供給を図るとともに、木

材加工流通体制を整備し、加工・流通コストの低減を図ります。 

ウ 木質バイオマスの利用促進 

地域産業の振興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

利用を促進することとします。 

特に、大規模バイオマス発電施設の稼働状況や、地域の需要動向等を踏まえ、地域関係者が連携

して需給情報の共有化、集荷の低コスト化を図り、林地未利用材を安定的に供給する体制づくりを

進めます。 

（６）その他必要な事項 

森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしている山村の振興の観点から、林業及び木材産業

の成長産業化による就業機会の創出や生活環境の整備により山村における定住を促進するととも

に、レクリエーションや環境教育等の場としての森林空間の総合的な利用の促進により都市と山村

の交流を促進することとします。 

また、自伐林家をはじめ、地域住民や NPO 等の多様な主体による森林資源の利活用等を進める

こととします。 
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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 

地形、地質、土壌等を勘案し、森林の施業及び土地の形質変更に当たって特に森林の土地の保全

に留意すべき森林を次のとおり定めます。 

                      単位 面積：ha 
 

区   分 面  積 

民 有 林 
（294） 
13,708 

 
 
 
 

一般民有林 
（294） 
13,708 

道 有 林 － 

（注１）（  ）は普通林で内数。 
（注２）四捨五入により、内訳の各項目の数値の合計と合わないことがあります。 

 

〈内 訳〉 

ア 一般民有林 

単位 面積：ha 

区  分 地   区（注１） 面  積

（注２） 

留意すべき事項 該当する森林

の種類（注３） 

猿払村 
14～16,31,65～74,102,187 866 水源の 涵

か ん

養 

山地災害の防止 

水、崩、干 

浜頓別町 
15,16,82,83 281 水源の 涵

か ん

養 

山地災害の防止 

水、土 

中頓別町 3～4,7,26,28,37,46,54,56,58,61 598 山地災害の防止 土、崩、砂 

枝幸町 

4,34～40,94,95,99,100～107,11

0～115,118,161～166,169～17

1,175～178,180～184,187,188,

190,191,194～207,210～213,1

015～1017,1022～1028,1043,

1088,1141～1143,1150,1179,

1198,1199,1202,1210,1222,1

223 

5,108 水源の 涵
か ん

養 

山地災害の防止 

水、土、崩、

干、砂 

豊富町 24,70,75,76 100 山地災害の防止 土、崩、砂 

礼文町 1 33 山地災害の防止 土、崩、な 

利尻町 
1～3 155 山地災害の防止 土、崩、な、

砂 

利尻富士町 
1～3,（5～12）,15 537 

（294） 

山地災害の防止 土、崩、砂、

干、普 

稚内市 

31,54,55,57,64,92～94,97,102

～119,125,126,156～161,189,1

90,193,194,197～200,202～20

5,220 

4,056 水源の 涵
か ん

養 

山地災害の防止 

水、土、崩、

干、な、魚、

砂、急 
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単位 面積：ha 

区  分 地   区（注１） 面  積

（注２） 

留意すべき事項 該当する森林

の種類（注３） 

幌延町 

22～27,31,32,46,51,65～69,72,

75,76,90,205,209,210,212,227,

228,236,240,241,403～405 

1,973 水源の 涵
か ん

養 

山地災害の防止 

水、土、崩、

干、な、砂、

急 

（注１）『地区』は該当する林班、（ ）は普通林又は普通林が含まれる林班。 

（注２）『面積』は森林調査簿による。（ ）は普通林で内数。 
（注３）『該当する森林の種類』の略称は P60『付表 森林の種類一覧表』のとおり。 

イ 道有林 

  該当なし 

（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 

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、特に林産物の搬出方法を

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、森林の土地の保全に支障が生ず

ると認められる森林を次のとおり定めます。 

単位 面積：ha 

区  分 森林の所在 面  積 搬出方法 

総  数 該当なし   

市町村 

別内訳 

    

    

（３）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

ア 土地の形質を変更する場合は、その規模及び実施地区について、周辺の状況、地形、地質、土

壌等の自然条件を十分に勘案して決定することとします。特に、集材路等を設置する際は、配置

や密度に十分留意し、土砂の流出又は崩壊、水質汚濁の防止に努めることとします。 

 なお、渓流沿いの集材路等の設置は、極力避けることとします。 

イ 土砂の切り取り、盛り立て等を行う場合は、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します。 

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又は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します。 

（４）その他必要な事項 

土砂の流出又は崩壊のおそれがある地域については、樹根による土壌緊縛力を強化するため、複

層林施業や長伐期施業を推進することとします。 
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２ 保安施設に関する事項 

（１）保安林の整備に関する方針 

山地災害の危険性が高い地区の的確な把握や、流域保全の観点から各種被害の防止を図るため各

関係機関が連携して取り組むとともに、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

通じた減災に向けて効果的な事業を推進することとします。また、これらの事業の実施に当たって

は、環境との調和に努めるとともに総合的なコスト縮減を図ることとします。 

（２）保安施設地区の指定に関する方針 

森林の災害復旧等を治山事業（保安施設事業）で実施するためには原則保安施設地区の指定が必

要ですが、保安施設地区の指定の有効期間の満了時に森林であるものは引き続き保安林として管理

されることなどから、通常は保安林の指定が確実である場合は、保安施設地区の指定を省略して差

し支えないこととして取り扱っています。 

しかしながら、土地の権利の調整や法令に係る制限の調整等、保安林指定に時間を必要とする場

合は、治山事業実施の緊急性を踏まえて、必要な限度において保安施設地区の指定を行うこととし

ます。 

（３）治山事業の実施に関する方針 

治山事業は、保安林を守り育てることによって、山崩れなどの山地災害から住民の生命・財産を

守り、森林の有する水源 涵
か ん

養機能を高めるなど緑豊かな生活環境の保全・形成等をめざしている

事業で、事業の実施に当たっては次のとおり対策に努めることとします。 

ア 山崩れ、土石流、地すべり、なだれなどの山地災害によって住宅や学校、道路等の公共施設が

被害を受けるおそれがある森林、重要な水源流域及び市街地周辺等の森林等において治山施設を

設置することにより、より防災機能の高い森林を造成するよう努めることとします。 

イ 山崩れなどの災害が発生した場合、再び災害が発生しないように速やかに復旧するよう努める

こととします。 

ウ また、土砂流出防備等の機能の十分な発揮を図る観点から、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に努めることとします。  

（４）特定保安林の整備に関する事項 

特定保安林は、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林です。 

その整備に当たっては、間伐等の必要な施業を積極的かつ計画的に推進し、当該目的に即した機

能の確保を図ることとします。 

特に、造林、保育、伐採その他の施業を早急に実施する必要がある森林については、「要整備森

林」とし、森林の現況等に応じて、必要な施業の方法及び時期等を明らかにしたうえで、その実施

の確保を図ることとします。 

（５）その他必要な事項 

保安施設等の整備に当たっては、第３の１の（３）のクにおける森林施業と同様の取扱いに努め

ることとします。 
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３ 鳥獣害の防止に関する事項 

鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法の方針は次のとおりとし

ます。 

なお、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は、エゾシカによる森林

の被害状況等に応じ、市町村森林整備計画で定められます。 

（１）鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する

方針 

ア 区域の設定の基準 

区域の設定対象とする森林は、「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について（平成 28 年

10 月 20 日付け 28 林整研第 180 号林野庁長官通知）」及び、エゾシカによる森林被害の状況

等を把握できる全国共通のデータ等に基づき、食害や剥皮等の被害がある森林又はそれら被害が

ある森林の周辺に位置し被害発生のおそれがあるなど、エゾシカによる被害を防止するための措

置を実施すべき森林であって、人工林であることを基本としますが、地域における森林資源の状

況に応じて、天然林も含めて設定できることとします。 

また、区域は必要に応じて、試験研究機関の論文等の文献、森林における各種調査、地域住民

等からの情報その他、エゾシカによる森林被害又は生息情報により補正することができることと

します。 

なお、区域は林班を単位として設定することとします。 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、地域の実情に応じて、次の

とおりエゾシカによる被害の防止に効果を有すると考えられる方法により、植栽木の保護措置又

は捕獲による鳥獣害防止対策を単独又は組み合わせて推進することとします。この際、地域の関

係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・調整

することとします。（関連計画：北海道エゾシカ管理計画） 

特に、生息密度が高い地域においては被害状況等森林の状態を的確に把握し、被害が発生し、

又はそのおそれのある森林については適切な鳥獣害防止対策を早期に実施するよう努めることと

します。 

（ア）忌避剤の散布や侵入防止柵の設置又は改良、保護具の設置、枝条巻き等の植栽木の保護措置

の実施及び現地調査等によるモニタリングの実施のほか、森林内におけるシャープシューティ

ングやモバイルカリング等の効率的な捕獲等を実施することとします。 

（２）その他必要な事項 

鳥獣害防止森林区域においては、エゾシカの被害防止対策が適切に実施されているかどうかを必

要に応じて現地調査や各種会議での情報交換、林業事業体や森林所有者等からの情報収集を行うこ

と等により確認することとします。 

食害のおそれがある地域については、造林樹種の選定に当たりアカエゾマツ等の嗜好性の低い樹

種を検討することとします。 
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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 

森林の保護等については、適切な間伐等の実施、保護樹帯の設置等により、病虫害、鳥獣害、寒風

害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備に努めるとともに、日常の管理を通じて森

林の実態を的確に把握し、次の事項に配慮して適時適切に行うこととします。特に、現在・過去にお

いて諸被害にあった場所においては、同一樹種、同一林齢の人工林を大面積に造成することを避け、

多様な樹種・林齢による人工林の造成や、天然林をバランスよく残すこと等により被害のリスクの低

減を図ることとします。 

（１）森林病害虫等の被害対策の方針 

カラマツハラアカハバチ、マイマイガ等の森林病害虫については、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防除技術の開発等を行い、早期防除に努めることと

します。 

（２）鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く。） 

ア エゾヤチネズミによる食害の発生を防ぐため、カラマツ植栽地においてはネズミの生息場所と

なる枝条のたい積を避けるとともに、可能な場合は耐そ性の高い樹種を植栽する等の対策を行い

ます。また、ネズミの発生動向も踏まえ、必要に応じて殺そ剤の散布や防そ溝の設置等の対策を

実施することとします。 

イ 鳥獣害防止森林区域外のエゾシカ及びその他の野生鳥獣による被害については、その早期発見

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防除技術の開発等を行い、早

期防除に努めることとします。 

ウ 森林の保護に当たっては、市町村、森林組合等の関係機関及び地域住民との一層の協力のもと

に、地域の実情に応じて、針広混交の育成複層林や天然生林に誘導する等、野生生物との共存に

配慮した対策を適切に推進することとします。 

（３）林野火災の予防の方針 

山火事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、森林巡視、山火事警防

等を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進することとします。 

また、春先の乾燥時期には森林巡視を強化するほか、森林の保護及び管理を要する重点地域を設け、

効果的な防火線・防火道等の整備や保護標識、消火器格納庫等の施設を設置することとします。 

なお、森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合には、市町村森林整備計画に定める留意

事項に従うこととします。 

（４）その他必要な事項 

ア 気象害については、過去の被害事例を参考に保護樹帯を設けるなどの防止対策に努めることと

します。 

イ 森林の巡視に当たっては、民有林の中で、森林レクリエーションのための利活用者が特に多

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的に実施することとし、特に、森林

法違反行為の未然防止、山火事の防止、森林の産物の盗採等の防止、森林被害の早期発見等を重

点的な点検事項とします。 

 また、自然公園や自然環境保全地域、鳥獣保護区等の区域、希少な野生生物の生育・生息地

域、盗採等の違反行為のおそれがある地域、主要な展望地や園地など利用者の入り込みが多い地

域、山火事等の発生が懸念される地域等においては、自然公園指導員、自然保護監視員、鳥獣保

護管理員、生物多様性保護監視員、林業関係者等が相互に連携して、巡視活動並びに利用者への

指導を行うこととします。 
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第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

保健機能森林は、森林の施業及び公衆の利用に供する施設の一体的な整備の推進により森林の保健機能

の増進を図るべき森林です。 

保健機能森林の区域や整備に関する事項は、森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動

向等を勘案し、次の事項を指針として、市町村森林整備計画で定められます。 

（１）保健機能森林の区域の基準 

保健文化機能を高度に発揮させることが必要であると認められる森林のうち、森林の現況、森林

所有者の意向、地域の実情、利用者の動向、交通手段等基盤整備の状況及び整備の見通し、森林施

業の担い手となる森林組合等の存在等からみて、適切な配置となるよう区域を設定することとしま

す。 

また、区域を設定するときは、森林の施業と森林保健施設の整備を一体的かつ計画的に行うこと

ができるよう、流域又は地形界等を考慮して一体的なまとまりのある森林について設定することと

します。 

なお、保健機能森林の区域の設定に当たっては、保健保安林及び同保安林指定予定地を優先し、

区域の設定後は、保健保安林予定地を当該保安林に指定するよう努めることとします。 

また、次の森林については、保健機能森林の区域には含めないこととします。 

① 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び道自然環境保全地域特別地区内の森林 

② 森林保健施設に該当しない施設の設置が見込まれる森林 

③ 既存の開発行為に係る事業区域内に森林として残置又は造成された森林 

（２）その他保健機能森林の整備に関する事項 

ア 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針 

優れた風致・景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、

択伐による育成複層林施業や広葉樹を育成するための施業等を推進します。 

また、快適な森林環境の維持、利用の利便性に配慮して、間伐、除伐等の保育を積極的に行うこ

ととします。 

イ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針 

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、地域環境の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地

域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うこととします。また、対象森林の樹

冠を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達したときに期待される樹高。）を定

めることとします。 

 ただし、保健機能森林の区域内に自然公園地域（普通地域を除く。）を含む場合は、当該自然公

園の利用計画にそぐわない森林保健施設は計画しないこととし、区域内に道自然環境保全地域普通

地区を含む場合には、原則として当該施設を計画しないこととします。 

 なお、施設の総量規制及び技術的基準等については、「森林の保健機能の増進に関する特別措置

法施行規則（平成 25 年 2 月 26 日農林水産省令第 5 号）」によることとします。 

ウ その他必要な事項 

保健機能森林の管理及び運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両立し

た森林の保健機能の増進が図られるよう、森林及び施設の適切な管理並びに防火体制及び防火施設

の整備並びに利用者の安全及び交通の安全等の確保に留意することとします。 
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 なお、保健機能森林の設定・整備等に当たっては、当該森林によって確保されてきた自然環境及

び地域環境の保全に適切な配慮を行うこととします。 
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第６ 計画量等 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

第 2 の１の（１）に定める「森林の整備及び保全の目標並びに基本方針」の実現を図るため、計画期

間中の伐採立木材積を次のとおり計画します。 

単位 材積：千ｍ３ 

区 分 
総 数 主 伐 間 伐 

計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 

民 有 林 1,012 866 146 429 291 138 583 575 8 

 一般民有林 1,012 866 146 429 291 138 583 575 8 

 道 有 林 － － － － － － － － － 

【前半５ヵ年の計画量】 

単位 材積：千ｍ３ 

区 分 
総 数 主 伐 間 伐 

計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 

民 有 林 480 416 64 192 131 61 288 285 3 

 一般民有林 480 416 64 192 131 61 288 285 3 

 道 有 林 － － － － － － － － － 

 

２ 間伐面積 

第 2 の１の（１）に定める「森林の整備及び保全の目標並びに基本方針」の実現を図るため、計画期

間中の間伐面積を次のとおり計画します。 

単位 面積：ha 

区分 
  間   伐 

 前半５ヵ年の計画量 

民 有 林 19,314 9,753 

 一般民有林 19,314 9,753 

 道 有 林 － － 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

第 2 の１の（１）に定める「森林の整備及び保全の目標並びに基本方針」の実現を図るため、計画期

間中の造林面積を次のとおり計画します。 

単位 面積：ha 

区分 

 総  数 人工造林 天然更新 

 前半５ヵ年

の計画量 

 前半５ヵ年

の計画量 

 前半５ヵ年

の計画量 

民 有 林 10,932 4,922 5,531 2,512 5,401 2,410 

 一般民有林 10,932 4,922 5,531 2,512 5,401 2,410 

 道 有 林 － － － － － － 
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４ 林道の開設及び拡張に関する計画 

第 2 の１の（１）に定める「森林の整備及び保全の目標並びに基本方針」の実現を図るため、路網の

骨格としての機能や森林施業の効率的な実施を確保する観点から、次のとおり計画します。 

（１）一般民有林 

 

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

（注１）
 

箇所数 

利用区

域面積 

前半 5 ヵ年

の計画箇所 

備考 

開設 自動車道  猿払村 狩別  1    

〃 〃  〃 ニタチナイ  1    

〃 〃  〃 石炭別  1    

 小計     3    

          

開設 自動車道  浜頓別町 茂宇津内  1    

〃 〃  〃 宇曽丹  1    

〃 〃  〃 オサチナイ第１支  1    

〃 〃  〃 安別第３支 0.5 1 68 ○ 

起点：浜頓別町字安別 

終点：浜頓別町字安別 

〃 〃  〃 安別第３支線分 1.1 1 29 ○ 

起点：浜頓別町字安別 

終点：浜頓別町字安別 

 小計    1.6 5    

          

開設 自動車道  中頓別町 松麿 1.8 1 313 ○ 

起点：中頓別町字敏音知 

終点：中頓別町字松音知 

〃 〃  〃 兵神 5.0 1 203 ○ 

起点：中頓別町字兵安 

終点：中頓別町字神崎 

〃 〃 林業専用道 〃 天北 2.3 1 135 ○ 

起点：中頓別町字小頓別 

終点：中頓別町字栄 

〃 〃 〃 〃 栄５号 1.6 1 68 ○ 

起点：中頓別町字栄 

終点：中頓別町字栄 

 小計    10.7 4    

          

開設 自動車道  枝幸町 上オムロ支  1    

〃 〃  〃 北志美宇丹  1    

〃 〃  〃 カミホロ３号  1    

〃 〃  〃 下毛登別  1    

〃 〃  〃 パンケナイ２号  1    

〃 〃  〃 オベウツナイ  1    

〃 〃  〃 大奮１号線  1    
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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

（注１）
 

箇所数 

利用区

域面積 

前半 5 ヵ年

の計画箇所 

備考 

開設 自動車道  枝幸町 風烈布１号 8.3 1 599 ○ 

起点：枝幸町風烈布 

終点：枝幸町風烈布 

〃 〃  〃 三笠山ウエンナイ 2.9 1 276 ○ 

起点：枝幸町宇遠内 

終点：枝幸町宇遠内 

〃 〃 林業専用道 〃 下幌別４号 2.2 1 169 ○ 

起点：枝幸町下幌別 

終点：枝幸町下幌別 

〃 〃 林業専用道 〃 下幌別４号支 1.0 1 33 ○ 

起点：枝幸町下幌別 

終点：枝幸町下幌別 

 小計    14.4 11    

          

開設 自動車道 林業専用道 豊富町 幌加 2.1 1 101 ○ 

起点：豊富町字幌加 

終点：豊富町字幌加 

〃 〃  〃 修徳  1    

〃 〃  〃 豊幌  1    

〃 〃  〃 新生 0.2 1 224 ○ 

起点：豊富町字新生 

終点：豊富町字新生 

〃 〃 林業専用道 〃 清明  1    

〃 〃 〃 〃 沼向支  1    

〃 〃 〃 〃 豊沼支  1    

 小計    2.3 7    

          

開設 自動車道  利尻町 神居蘭泊  1    

〃 〃  〃 蘭泊政泊  1    

 小計     2    

          

開設 自動車道  利尻富士町 石山  1    

〃 〃  〃 オタドマリ  1    

 小計     2    

          

開設 自動車道  幌延町 北進２号  1    

〃 〃  〃 上問寒別  1    

〃 〃  〃 下沼  1    

 小計     3    

          

 合計    29.0 37    

          

拡張 

自動車道 

（改良） 

 中頓別町 一の沢  1   幅員拡張 
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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

（注１）
 

箇所数 

利用区

域面積 

前半 5 ヵ年

の計画箇所 

備考 

 小計     1    

          

拡張 

自動車道 

（改良） 

 枝幸町 上毛登別  1   局部改良 

〃 〃  〃 先乙  1   局部改良 

〃 〃  〃 風烈布  1   局部改良 

〃 〃  〃 三笠山  1   局部改良 

〃 〃  〃 般毛内本  4   橋りょう改良、局部改良 

 小計     8    

          

拡張 

自動車道 

（改良） 

 豊富町 福永  1   法面保全 

 小計     1    

          

拡張 

自動車道 

（改良） 

 幌延町 雄興問寒別  2   法面改良 

〃 〃  〃 北進  2   局部改良 

 小計     4    

          

 合計     14    

（注１）延長は前半５カ年の計画のみの記載 

 

（２）道有林 

    該当なし 
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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 

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」

に即し、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、保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積、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、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を、それぞれ次のとおり計画します。 

ア 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 

区 分 

保安林総数 水源 涵
か ん

養のための 災害防備のための 保健、風致の保存等のための 

（実面積） 前半 5 ヵ年

の計画面積 

保安林 

（注１） 

前半５ヵ年

の計画面積 

保安林 

(注２) 

前半５ヵ年

の計画面積 

保安林 

（注３） 

前半５ヵ年

の計画面積 

民 有 林 16,186 15,211 10,341 9,366 5,975 5,975 1,500 1,500 

 一般民有林 16,186 15,211 10,341 9,366 5,975 5,975 1,500 1,500 

 道 有 林 － － － － － － － － 

（注１）水源かん養保安林に該当する。 

（注２）土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、防風、水害防備、潮害防備、干害防備、防雪、防霧、なだれ防止、落石防止、防火保安
林に該当する。 

（注３）魚つき、航行目標、保健、風致保安林に該当する。 

（注４）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。 

イ 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 

（ア）一般民有林 

                              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 
 前半５ヵ年

の計画面積 

指 定 水源 涵
か ん

養のため

の保安林 

稚内市 大字宗谷村 975 － 水源のかん養  

枝幸町 風烈布 534 534 〃  

小  計 1,509 534   

災害防備のための

保安林 

猿払村 知来別 299 299 土砂の流出の防備  

小  計 299 299   

保健、風致の保存

等のための保安林 

枝幸町 風烈布 534 534 魚つき  

小  計 534 534   

合  計 2,342 1,367   

 

（イ）道有林 

   該当なし 
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ウ 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 

区    分 

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 

水源 涵
か ん

養の

ための保安林 

民有林 － － － － － 

 一般民有林 － － － － － 

道有林 － － － － － 

災害防備のた

めの保安林 

民有林 － － 153 106 244 

 一般民有林 － － 153 106 244 

道有林 － － － － － 

保健、風致の

保存等のため

の保安林 

民有林 － － － － － 

 一般民有林 － － － － － 

道有林 － － － － － 

（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 

計画期間中に指定することを相当する森林の所在別面積を次のとおり計画します。 

 

ア 一般民有林 

                              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 

 前半５ヵ年

の計画面積 

該当なし      

 

イ 道有林 

  該当なし 

（３）実施すべき治山事業の数量 

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」に即し、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

保安林の整備及び渓間工、山腹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

ることとし、治山事業の計画量を次のとおり計画します。 

 

                           単位 地区 

区 分 

治山事業施行地区数 

合  計 

 前半５ヵ年の 

計画地区 

民 有 林 42 12 

 一般民有林 42 12 

 道 有 林 － － 
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《内訳》 

ア 一般民有林 

単位 地区 

森林の所在 治山事業施行地区数 

主な工種 備 考 
市 町 村 区  域 

 前半５ヵ年の

計画地区数 

猿払村 知来別 １ １ 森林整備  

小石 ２ － 渓間工  

浜頓別町 頓別 １ － 森林整備  

中頓別町 小頓別 ３ － 山腹工  

藤井 １ － 渓間工  

弥生 ２ － 森林整備  

枝幸町 下幌別 ２ ２ 森林整備  

宇遠内 １ １ 森林整備  

歌登大奮 ３ － 森林整備  

岡島 １ － 森林整備  

上音標 ３ － 渓間工  

豊富町 アチャルペシペ ２ － 森林整備  

礼文町 ベンザイトマリほか １ １ 山腹工  

利尻町 神磯ほか １ １ 渓間工、山腹工、森林整備  

利尻富士町 鬼脇 １ １ 渓間工  

野中 １ １ 森林整備  

石崎 １ － 渓間工  

湾内 １ － 山腹工  

本泊 １ － 森林整備  

稚内市 更喜苫内 １ １ 森林整備  

港３丁目ほか １ １ 山腹工  

富岡・声問 ４ － 山腹工  

上声問 １ － 森林整備  

樺岡 ３ － 森林整備  

恵北 １ － 森林整備  

幌延町 下沼 １ １ 森林整備  

幌延 １ １ 渓間工  

合  計 42 12   

 

イ 道有林 

  該当なし 
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６ 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業方法及

び時期 

要整備森林の所在及び面積、実施すべき施業の方法及び時期を次のとおり定めます。 

 

ア 一般民有林 

単位 面積：ha 

特定 

保安林 

（注１） 

市町

村 

要  整  備  森  林 
その他必要 

な事項 
備 考 

番号 
所 在 

面 積 
実施すべき施業の方法及び時期等（注２） 

位置 林小班 区分 種類 面積 方法 時期 

67 

水 

枝幸

町 

① 問牧 1077 161-19 6.52 伐採 間伐 6.52 Ⅱ R5.3.31   

② 問牧 1077 161-23 1.44 伐採 間伐 1.44 Ⅱ R5.3.31   

③ 問牧 1077 162-22 3.52 伐採 間伐 3.52 Ⅱ R5.3.31   

（注１）『特定保安林』の上段は管理番号、下段は略称で、P60『付表 森林の種類一覧表』のとおり 
（注２）伐採の方法の区分は次のとおり 

Ⅰ：伐採率 ７１～１００％ 
Ⅱ：伐採率 ３１～７０％ 
Ⅲ：伐採率 ３０％以下 

 

イ 道有林 

  該当なし  
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第７ その他必要な事項 

１ 保安林その他制限林の施業方法 

法令により立木の伐採及び植栽の方法等の施業について制限がある森林（以下、「制限林」とい

う。）については、該当する法令及び道が定める条例に基づいて施業を行い、制限林が重複して指定

されている場合は、制限が強い法令等に基づく施業方法で行います。 

 なお、制限林の種類、所在及び面積等については、別表のとおりです。 

（１）保安林及び保安施設地区の区域内の森林 

保安林及び保安施設地区の区域内の森林の施業は、森林法第３３条及び第４４条の規定により定

めた指定施業要件に基づき行うこととし、立木の伐採等を行う場合は、森林法第３４条の許可又は

第３４条の２若しくは第３４条の３の届出が必要となります。 

 なお、指定施業要件は個々の保安林、保安施設地区ごとに定めていますが、その基準や留意点は

次のとおりです。 

ア 立木の伐採の方法 

（ア）伐採種 

主伐における伐採方式（伐採種）は次の a～c の３区分です。 

なお、一指定単位に二以上の伐採種が指定されている場合があります。 

a 禁 伐：主伐に係る伐採を禁止するもの（防火保安林及び保安施設地区では禁伐以外の伐

採種は指定されません）。 

b 択 伐：森林の構成を著しく変化させることなく、逐次更新を確保することを旨として行

う主伐で、単木的に又は１０ｍ未満の幅の帯状に選定する伐採あるいは樹群を単位

とする伐採で、その伐採によって生ずる無立木地の面積が０．０５ヘクタール未満

であるもの。 

c 皆 伐：伐採種を定めないもので、皆伐を含む全ての伐採方法が認められます。 

（イ）伐期齢 

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の立木でなければ主伐として伐採をすることはで

きません。 

（ウ）特 例 

保安林の機能の維持又は強化を図るために樹種又は林相を改良する必要があるなどの場合に限

り、伐採方法について次の特例を定める場合があります。 

a 期 間：特例の期間は指定後１０年以内とされています。 

b 伐期齢：伐期齢の特例を定めた保安林では、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢に達

していなくても主伐に係る伐採をすることができます。 

c 伐採種：伐採種の特例を定めた保安林では、禁伐を指定する森林にあっては択伐による伐

採を、択伐を指定する森林にあっては皆伐による伐採をすることができます。 

（エ）間 伐 

樹冠疎密度が１０分の８以上の箇所でなければ間伐に係る伐採をすることはできません。 
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イ 立木の伐採の限度 

（ア）皆伐面積の限度 

a 保安林の種類及び一定の区域ごとに毎年２月１日に知事が公表する翌伐採年度（４月１日

から翌年３月３１日までの期間）の間に伐採をすることができる面積の合計の範囲（限度公

表）を超えて伐採することはできません。 

b 限度公表は、２月１日のほか６月、９月、１２月の各月の１日に、残期間分の伐採限度を

公表します。 

c 大面積の皆伐は更新を妨げ森林を荒廃させるおそれがあることから、皆伐することができ

る一箇所当たりの面積の限度を２０ヘクタールを超えない範囲内において状況に応じて定め

ており、その限度をこえて伐採することはできません。 

d 防風、防霧保安林では、おおむね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りません。 

（イ）択伐材積の限度 

a 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の限度は、その森林の立木

の材積に択伐率（注）を乗じた材積としています。 

（注）択伐率＝（森林の立木材積－前回の択伐後の森林の立木材積）／森林の立木材積 

（上述のとおり、前回の伐採後の生長量以上の伐採はできません。） 

なお、１０分の３をこえる場合は１０分の３とします（ただし次のウに記す植栽指定が

課せられた森林については１０分の４をこえる場合は１０分の４とします。）。 

b 保安林の指定後最初に行う択伐にあっては、その保安林の指定施業要件に定められた初回

択伐率を乗じた材積としています。 

（ウ）間伐材積の限度 

伐採年度ごとに間伐することができる立木の材積の限度は、原則として森林の立木材積の１０

分の３．５をこえない範囲で指定施業要件に定められた率を乗じた材積とし、かつ、その伐採に

より樹冠疎密度が１０分の８を下回ったとしても伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね

５年以内において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とします。 

ウ 植栽の方法・期間及び樹種 

原則として、現に人工林であるもの及び具体的な植栽計画があるものに限って伐採後の植栽を指

定しており、その方法、期間及び樹種について次のように定めています。 

（ア）植栽の方法 

a 次の（ウ）に記した指定樹種の満１年以上の苗を、（ウ）に記した本数以上均等に分布する

ように植栽しなければなりません。 

b 択伐指定の箇所については、上記 a に関わらず、 a の本数に実際の択伐率を乗じた本数

を植栽しなければなりません。 

（イ）植栽の期間 

伐採が終了した年度の翌伐採年度の初日から起算して２年以内に植栽しなければなりません。 

（ウ）植栽樹種及び本数 

その保安林の指定単位ごとに、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

ができる多様な樹種を指定しており、その樹種ごとの１ヘクタール当たりの植栽本数を定めてい

ます。 
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（２）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表により行います。 

なお、立木の伐採等を行う場合は、国立公園及び国定公園にあっては、自然公園法第２０条又は

第２１条の規定による許可が、道立自然公園にあっては、北海道立自然公園条例第１０条の規定に

よる許可が必要です。 

【特別地域内における制限】 

区  分 制  限  内  容 

特別保護地区 特別保護地区内の森林は、禁伐です。 

第 １ 種 

特 別 地 域 

（１）第１種特別地域内の森林は、禁伐です。 
    ただし、風致の維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができます。 
（２）単木択伐法は次の規定により行います。 
   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します。 
   イ  択伐率は現在蓄積の１０％以内です。 

第 ２ 種 

特 別 地 域 

（１）第２種特別地域内の森林の立木の伐採は、択伐法によります。 
ただし、風致の維持に支障のない限り皆伐法によることができます。 

（２）道路などの公園事業に係る施設、集団施設地区の周辺（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ります。 

（３）伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上です。 
（４）択伐率は、用材林においては現在蓄積の３０％以内とし、薪炭林においては６０％以内です。 
（５）特に指定した風致木については、保育及び保護に努めることとします。 
（６）皆伐法による場合その伐区は、次のとおりとします。 
  ア 一伐区の面積は、２ヘクタール以内とします。 
    ただし、疎密度３より多くの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、伐区面積を増大することができます。 
  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ません。この場合 

においても、伐区は努めて分散しなければなりません。 

第 ３ 種 

特 別 地 域 

第３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業を実施し、特に施業の制限は受けませ
ん。 

（３）砂防指定地内の森林 

砂防指定地内の森林の施業は、砂防法第４条、砂防法施行条例第３条及び砂防法施行細則第 2 条

の制限の範囲内で行うこととします。 

立木の伐採に当たっては、治水砂防上影響を及ぼさないよう、原則、択伐とし、皆伐を行う場合

は、 面積が１ヘクタール未満となるよう留意することとします。 

（４）鳥獣保護区特別保護地区内の森林 

鳥獣保護区特別保護地区内の森林の施業は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律第２９条第７項の制限の範囲内で行うこととします。 

立木の伐採に当たっての一般的な取扱いは次のとおりです。 

ア 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、伐採種は択伐とし、その程度が特に著しいと認められるものについては禁伐です。 

 その他の森林にあっては、伐採種は定められていません。 

イ 地域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倍です。 

ウ 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木は禁伐です。 

（５）史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林 

史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林の施業は、文化財保護法第１２５条及び北海道文

化財保護条例第３５条の制限によることとし、当該指定物件の現状変更又はその保存に影響を及ぼ

さないよう、原則、禁伐とします。 
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（６）その他の制限林 

その他の制限林における森林の施業は、それぞれの法令等の制限の範囲内で行うこととします。 

なお、その他の制限林における、法令等の制限は次表のとおりです。 

【その他の制限林における法令等】 

その他の制限林 施業方法の法令等の規定 

急傾斜地崩壊危険区域内の森林 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条 

 

２ その他必要な事項 

（１）森林の整備・保全及び利用に対する道民の理解の促進に関する事項 

計画的な森林の整備･保全を進めるためには、森林所有者及び事業者のみならず、森林の有する

多面的機能の効用を享受している道民の理解が不可欠です。このため、道民生活に身近な木材や森

林とのふれあいを通じて、道民の豊かな心を育む「木育」の取組を進め、森林の整備・保全及び利

用に対する道民の理解の促進に努めることとします。 

ア 道民の理解の促進 

森林の整備・保全及び利用に対する道民の理解を促進するためには、身近な森林に対する関心を

高めることが必要です。このことから、地域の情報誌やポスター、テレビ、インターネット等のマ

スメディアの積極的な活用や地域イベントを通じて、身近な森林や森林づくり活動、森林のはたら

き、森林に生育・生息する野生生物に関する情報の提供に努めることとします。 

イ 森林とのふれあいの機会の充実 

森林とのふれあいの場を確保するため、林道の安全通行の確保を図るとともに、ユニバーサルデ

ザインの視点から高齢者なども森林散策を楽しめる遊歩道などの整備を進めることとします。 

また、森林の整備・保全及び利用に対する道民の積極的な参加を進めるため、地域林業の指導的

立場にある指導林家や林業グループ、森林ボランティア団体、木育マイスター等との連携を図り、

植樹祭や木育教室等の開催など森林や木材とふれあう機会を提供します。 

森林とのふれあいを実りあるものにするためには、山林での事故防止に努めることが大切です。

このことから、山火事や林道での交通事故の防止、また、遭難やヒグマとの遭遇の回避方法など、

入林者に対するマナーやルールの普及啓発に努めることとします。 

ウ 青少年の学習の機会の確保 

（ア）青少年の学習機会の確保 

将来にわたって森林の整備・保全及び利用に対する道民の理解を得ていくためには、子どもの

頃から森林や木材にふれ親しむとともに、学校教育等の現場で森林や木材に対する興味や関心を

深め、適切な知識を伝えていくことが重要です。このことから、子どもの頃から木を身近に使っ

ていくことを通じて、人と木や森との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育む「木育」の取

組を進めることとします。 

その一環として、子どもの健やかな成長と豊かな情緒の発達を促すため、親子がともに木製遊

具にふれ親しむ場等を提供し、子どもの人格形成に重要な時期である乳幼児期から、「あそび」

を通じて体感的に森林や木材利用の大切さを理解できるよう努めることとします。 

また、小中学校の教育課程に導入された「総合的な学習の時間」等を活用し、森林に関する学

習機会を確保するとともに、道有林の活用や道民の森などの森林学習施設の整備など、青少年が
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自ら森林について学ぶことができるための環境の整備を図ることとします。 

また、木のぬくもりや香りを体感し木の良さを認識してもらうため、学校施設や学童用机、遊

具等における木材の利用を進めることとします。 

（イ）青少年の活動を担う指導者の育成 

森林の役割や整備等の重要性についての学習活動を進めるため、教育関係者と連携した研修会

の開催など、指導者の育成に努めることとします。 

エ 道民の自発的な活動の促進 

森林の整備及び保全に意欲のある住民団体等が活動しやすい環境を整備するため、活動フィール

ドの確保等を図る「北の里山」登録制度を活用し、植樹や下刈り、枝打ち等のボランティア活動を

実施するフィールドや森林づくり活動に関する情報の提供に努めることとします。 

また、森林づくり活動の技術研修会の開催や森林づくり活動を行う団体が相互の情報を交換でき

るネットワークづくりを進め、自発的な活動を促進することとします。 

（２）国有林と民有林が一体となった森林づくり 

北海道森林管理局と連携して、森林資源の循環利用の推進による地域産業の活性化や雇用の創

出、森林の整備・保全の推進による公益的機能の持続的な発揮、木育の理念をもととした道民との

協働による森林づくりに向けた取組を実施します。 
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Ⅲ 別表 

 

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 

 

１ 一般民有林 

単位 面積：ha  

種類

（注１） 

森林の所在 
面積 

施業方法 備考 

（重複制限林） 市町村 区域 伐採方法 その他 

水 

猿払村 狩別、上猿払 351  保安林の指定施

業要件の範囲内

とする。 

  

浜頓別町 
オビンネウシュナイ、オピンネウシュナ

イ 
278    

枝幸町 
宇遠内、下幌別、歌登本幌別、風烈布、

問牧 
4,215  土、健 

稚内市 サラキトオマナイ、恵北、上声問、増幌 3,654  魚、健 

幌延町 幌延 334  干、砂 

小 計  8,832  

土 

浜頓別町 オンネカラマップ 14    

中頓別町 弥生、旭台、寿、松音知、上駒、豊平 575  健 

枝幸町 

岡島、歌登パンケナイ、歌登上徳志別、

歌登西歌登、歌登大曲、歌登大奮、歌登

東歌登、歌登本幌別、歌登毛登別、上音

標 

736  水、干 

豊富町 上サロベツ、東豊富 109  健、砂 

礼文町 

チエサントマリ、テシカリシマ、ニシウ

エントマリ、ヘウケトンナイ、ベシカト

マリ、ベシトカリ 

1  崩 

利尻町 久連、元村、神磯、神居、本町、蘭泊 130    

利尻富士町 
旭浜、栄町、鬼脇、石崎、二石、湾内、

鰊泊 
118    

稚内市 富磯 1    

幌延町 開進、上幌延、問寒別、雄興 1,034  干 

小 計  2,718  

崩 

猿払村 知来別 3    

中頓別町 小頓別 6    

枝幸町 下幌別、歌登西歌登 48    

豊富町 上サロベツ 1  健 

礼文町 

ウエントマリ、エコキナイ、カフカイ、

ションナイホ、シレトコマナイ、タカヤ

マ、チエサントマリ、チヤウス、チャシ

トンス、チヤシトンス、トンナイ、ナイ

ヲロ、ニシウエントマリ、ハマナカ、フ

23  土、国一、国三 
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単位 面積：ha  

種類

（注１） 

森林の所在 
面積 

施業方法 備考 

（重複制限林） 市町村 区域 伐採方法 その他 

ンベネフ、フンベヲマトマリ、ヘウケト

ンナイ、ベッシュ、レフタトマリ、ワウ

シ、ヲチャラセナイ、ベンザイトマリ、

ホロナイホ、モトチ、ランニ 

利尻町 元村、長浜、本町、蘭泊 0    

利尻富士町 港町、本泊、湾内 1    

稚内市 
下声問原野、宗谷、宗谷岬、声問、東浦、

富磯、富岡５丁目 
4    

幌延町 問寒別 5    

小 計  91  

風 

猿払村 
猿払、鬼志別東町、鬼志別北町、浅茅野、

浅茅野台地、知来別、浜猿払、浜鬼志別 
197  砂、道二 

浜頓別町 
ヤシュベツ、戸出、仁達内、智福二丁目、

頓別、頓別原野、豊寒別 
114  道一 

枝幸町 
岡島、乙忠部、音標、下幌別、歌登中央、

上音標、風烈布、岬町 
294  砂 

豊富町 
アチャルペシペ、メナシベツ、上サロベ

ツ 
427  国三 

利尻町 
栄浜、元村、御崎、種富町、新湊、神居、

政泊、富野、本町、蘭泊 
201  健、砂、国二 

利尻富士町 栄町、鬼脇、大磯、富士岬、本泊 37  砂 

稚内市 
クトネベツ、珊内、上声問原野、清浜、

増幌 
23    

幌延町 
下沼、元町、上問寒、中問寒、北進、幌

延、問寒別 
246    

小 計  1,540  

干 

猿払村 浅茅野、上猿払 501    

枝幸町 歌登本幌別 97  水、土 

利尻富士町 野中 93    

稚内市 声問 33  健 

幌延町 雄興、幌延 521  水、土 

小 計  1,245  

雪 
稚内市 クトネベツ、抜海、クトネベツ原野 22   

幌延町 開進 9   

小 計  31  

な 礼文町 

ウエントマリ、カフカイ、シャクニン、

シレトコマナイ、テフネフ、トドシマ、

ニシウエントマリ、ビ－サシ、ベンザイ

トマリ、ワウシ、ワウス、ヲバシトロマ

13  国一、国三 
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単位 面積：ha  

種類

（注１） 

森林の所在 
面積 

施業方法 備考 

（重複制限林） 市町村 区域 伐採方法 その他 

ナイ 

利尻町 久連、神磯、長浜、蘭泊 24    

稚内市 
港３丁目、珊内、宗谷岬、声問、声問５

丁目、中央２丁目、中央４丁目 
17  急 

幌延町 上幌延 1    

小 計  55  

魚 稚内市 増幌 127  水 

小 計  127  

健 

猿払村 浜猿払 13  風 

中頓別町 旭台 39  土 

枝幸町 宇遠内、岬町 785  水、風、道三 

豊富町 上サロベツ 16  土 

利尻町 富野 102  風、砂、国二 

稚内市 サラキトオマナイ、声問 483  水、干 

幌延町 幌延 25    

小 計  1,463   

致 浜頓別 頓別 37 道二 

小計  37  

合 計（注２） 16,139  

（注１）『種類』は略称であり、P60『付表 森林の種類一覧表』のとおり 
（注２）『面積』は道治山課保安林台帳による。四捨五入により各項目の数値は基礎数値と合わないことがある 

（注３）『合計』は重複を含む 

 

 

単位 面積：ha 

種類（注１） 
森林の所在 

面積 
施業方法 備考 

（重複制限林） 

市町村 区域（林班） 伐採方法 その他 

国

保 

利尻礼文サロベツ

国立公園 
豊富町 1 50 

第７の１の施業方

法による。 
  

国

一 

利尻礼文サロベツ

国立公園 
礼文町 1 1 崩、な 

国

二 

利尻礼文サロベツ

国立公園 

利尻町 3 173 風、健、砂 

利尻富士町 12、13 166   

稚内市 245、250～254 227   

国

三 

利尻礼文サロベ

ツ国立公園 

豊富町 １、２、22 43 風 

礼文町 1 6 崩、な 

道

一 

北オホーツク道

立自然公園 
浜頓別町 １、57、85 54 風 

道

二 

北オホーツク道

立自然公園 

猿払村 3、6、7 197 風 

浜頓別町 14、54～57 662 致 
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道

三 

北オホーツク道

立自然公園 

猿払村 10、89 346  

浜頓別町 １、53、57 11 急 

枝幸町 186 15 風、健 

砂 

中頓別町 4 1   

枝幸町 1198、1199、1202 4   

豊富町 24 5   

利尻町 １～３ 4 風、健、国二 

利尻富士町 3、5、7、8、10～12 40 風 

稚内市 189、220 3   

幌延町 

31、32、90、205、

209、210、212、236、

240、241 

30 水 

史 中頓別鍾乳洞 中頓別町 4 8  

急 
稚内市 189 0 な 

幌延町 25、32 0  

（注１）『種類』は略称であり、P60『付表 森林の種類一覧表』のとおり 
（注２）『面積』は四捨五入により各項目の数値は基礎数値と合わないことがある 

 

２ 道有林 

  該当なし 
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付表 森林の種類一覧表 

略 称 森 林 の 種 類 

普 普通林 

水 水源かん養保安林 

土 土砂流出防備保安林 

崩 土砂崩壊防備保安林 

飛 飛砂防備保安林 

風 防風保安林 

害 水害防備保安林 

潮 潮害防備保安林 

干 干害防備保安林 

雪 防雪保安林 

霧 防霧保安林 

な なだれ防止保安林 

落 落石防止保安林 

火 防火保安林 

魚 魚つき保安林 

航 航行目標保安林 

健 保健保安林 

致 風致保安林 

施 保安施設地区 

国保 国立公園特別保護地区内の森林 

国一 国立公園第１種特別地域内の森林 

国二 国立公園第２種特別地域内の森林 

国三 国立公園第３種特別地域内の森林 

国未 国立公園地帯区分未定地域内の森林 

定保 国定公園特別保護地区内の森林 

定一 国定公園第１種特別地域内の森林 

定二 国定公園第２種特別地域内の森林 

定三 国定公園第３種特別地域内の森林 

定未 国定公園地帯区分未定地域内の森林 

道一 道立自然公園第１種特別地域内の森林 

道二 道立自然公園第２種特別地域内の森林 

道三 道立自然公園第３種特別地域内の森林 

砂 砂防指定地内の森林 

鳥 鳥獣保護区特別保護地区内の森林 

史 史跡名勝天然記念物に係る森林及び史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林 

都市 都市計画区域風致地区内の森林 

急 急傾斜地崩壊危険区域内の森林 

都緑 特別緑地保全地区内の森林 

母 特別母樹林又は特別母樹林に係る森林 

漁 漁業法による制限林 

地 地すべり等防止法におけるぼた山崩壊防止区域内の森林 

古保 歴史的風土特別保存地区内の森林 

自環 自然環境保全地域特別地区内の森林 

道環 北海道自然環境保全地域特別地区内の森林 

希 北海道指定希少野生動植物種の生息地等保護区域内の森林  
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