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○ 森林計画制度について

１ 目 的

森林の生育期間の長期性にかんがみ、林産物需給の安定と林木植生による国土保全

を長期的広域的見地から合理的に確保するため、我が国の森林と林業に関する政策の

基本的態度と方向を明らかにして、政策実施の効率化を図るとともに、森林所有者等

の森林施業上の指針及び規範を示し、その適正な施業の確保を図る。

２ 体 系

政府がたてる
【森林・林業基本計画】（森林・林業基本法第１１条）

○森林・林業施策に関する基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めるとともに、国、
地方公共団体の責務等を明確化
〔基本となる事項〕
・森林・林業施策に関する基本的な方針
・森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

農林水産大臣がたてる
【全国森林計画】（森林法第４条）

（５年ごと１５年計画）（現計画 H26.4～41.3）

○全国的視野に立った森林に関する政策の考
え方と森林施業上の指針及び規範を示す

都道府県知事がたてる
【地域森林計画】（森林法第５条）

（５年ごと１０年計画）
○都道府県の森林関連施策の方向
○伐採、造林、林道、保安林整備などの目標
○市町村森林整備計画策定の規範

市町村長がたてる
【市町村森林整備計画】（森林法第１０条の５）

（５年ごと１０年計画）
○市町村が講じる森林関連施策の方向
○森林所有者が行う伐採・造林などの指針

森林所有者等がたてる
【森林経営計画】（森林法第１１条）

（５年計画）
○森林所有者等が作成する具体的な伐採、
造林等に関する計画

森林管理局長がたてる
【国有林の地域別の森林計画】

（１０年計画）
○国有林整備の方向
○伐採、造林、林道、保安林整備などの目標

自然的、社会経済的な特質、森林の構成、

木材需要の動向などから、県内の森林を

３の流域に分け、それぞれの森林計画区

において５年ごとに１０年間の地域森林

計画を樹立。

現在の各計画区の樹立年は次のとおり。

Ｈ２７年樹立 高梁川下流

Ｈ２４年樹立 吉井川

Ｈ２５年樹立 旭川
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３ 地域森林計画（森林法第５条）

全国森林計画に即して県知事が民有林について、森林計画区別に５年ごとに策定

する１０年計画。岡山県では、高梁川、旭川､吉井川の各流域ごとに樹立。

[計画事項]

ア 対象とする森林の区域

イ 森林の有する機能別の整備の指針に関する事項

ウ 伐採立木材積、その他森林の立木竹の伐採に関する事項

エ 造林面積、その他造林に関する事項

オ 間伐立木材積、その他間伐及び保育に関する事項

カ 公益的機能別施業森林の区域の基準、その他公益的機能別施業森林の整備
に関する事項

キ 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の

所在、及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項

ク 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

ケ 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項

コ 保安林の整備、保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項

森林計画区の概要(案)

森林計画区名 高梁川下流 旭 川 吉井川
計画樹立年 平成27年 平成25年 平成24年 県 計
（計画期間） (H28.4.1～H38.3.31) (H26.4.1～H36.3.31) (H25.4.1～H35.3.31)

市 町 村 数 10 6 11 27

資
面 積 (ha) 153,299 125,076 167,319 445,694

源
材 積 (千â) 22,077 19,368 27,161 68,606

状
成長量(千â) 257 225 373 856

況
材 積(â/ha) 144 155 162 154

人工林率(％) 33.4 39.8 46.3 40.0
※資源量は平成27年3月31日現在

高梁川下流森林計画区

旭川森林計画区

岡山県森林計画区位置図

吉井川森林計画区
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４ 地域森林計画変更の手続について

計画案の作成 （計画期間）５年ごとに、その計画をたてる年の翌年

（法第５条） ４月１日以降１０年を一期とする。

計画案の公告・縦覧 （縦覧期間）平成27年11月20日～平成27年12月14日

（法第６条１項）

意見聴取

（法第６条３項） 近畿中国森林管理局長
各市町村長

回 答

岡山県森林審議会
（法第６８条）

協 議

（法第６条５項）

同 意

計画樹立・変更

通 知

（法第６条７項）

報 告

公 表
（法第６条７項）

農林水産大臣

市町村長

農林水産大臣
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５ 地域森林計画の樹立・変更の経過について

森 林 高梁川下流 旭 川 吉 井 川

計画区 10市町 6市町村 11市町村 備 考

面 積 153,299 ha 125,076 ha 167,319 ha

22 調査・樹立

23 一斉変更 一斉変更 一斉変更 森林計画制度の見直しに伴う

調 査 全国森林計画の変更

24 調 査 調査・樹立

年

25 一斉変更 調査・樹立 一斉変更 全国森林計画の策定

・計画数量の見直し

26 調 査

度 27 調査・樹立

28 調 査 （全国森林計画の変更）

29 調 査 調査・樹立

30 樹 立 全国森林計画の策定

(※)地域森林計画の変更については、全国森林計画の策定等に伴う変更のみ記載している。
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○ 高梁川下流川地域森林計画（案）の概要

Ⅰ 計画の大綱

１ 森林計画区の位置付け

高梁川下流森林計画区（以下「計画区」という）は、全国森林計画において高梁・吉井

川広域流域（岡山県全域と広島県の一部）に属し、広島県と接する県西部に位置し、一級

河川高梁川流域の７市３町で構成された総面積246,467haの区域で、県土面積の約35％を

占めている。

計画区の北部地域には、花見山の1,188ｍ、剣森山1,035ｍ、雄山1,153ｍ、雌山1,067ｍ、

天銀山981ｍ、二子山1,075ｍ、大佐山988ｍ等中国山地を形成する1,000ｍ級前後の山が並

び晩壮年期地形を形成している。中南部地域は、天神山778ｍ、弥高山654ｍ、秋葉山591

ｍ、大平山698ｍ等500～600ｍ級の山々が連なった吉備高原山地から、南に下って瀬戸内

沿岸の平野部に至るまでの、なだらかな傾斜の地形が続いている。

２ 前計画の実行結果の概要

前半５カ年における計画の実行結果については次のとおり。

区 分 計画 実行 実行率

材 主伐 532千㎥ 61千㎥ 11%

積 間伐 782千㎥ 663千㎥ 85%

間伐面積 11,029ha 9,467ha 86%

面 人工造林 1,056ha 227ha 21%

積 天然更新 678ha 416ha 61%

林 開設 5,680km 3,054km 54%

道 拡張 18箇所 18箇所 100%

保 水源かん養 294ha 277ha 94%

安 災害防備 253ha 243ha 96%

林 保健、風致 65ha 0ha 0%

治山事業 73箇所 74箇所 101%
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３ 計画樹立にあたっての基本的考え方

県土の約７割を占める森林は、木材の生産のほか、水資源の確保、洪水や土砂崩れの防

止、森林レクリエーションの場の提供など、私たちの暮らしと深いかかわりをもっている。

また、地球環境の保全が国際的な共通課題となる中で、二酸化炭素を固定し、地球温暖

化の防止や循環型社会の構築に寄与する森林・木材の役割が改めて見直されている。

しかし、これまで森林を守り育ててきた林業は、山村地域の過疎化・高齢化の進行や木

材価格の低迷などにより、次第に停滞し、間伐などの手入れ不足による公益的機能の低下

が危惧されている。県民の様々な要求を満たすことができる健全で多様な森林を育ててい

くためには、県、市町村等行政が、林業・木材産業の活性化、森林とのふれあい、自然環

境の保全といった森林全体を通じた施策を積極的に展開することはもちろんのこと、森林

所有者、林業・木材産業関係者は、健全な森林の育成、地域林業の活性化、県産材の利用

拡大に向けた主体的な事業展開を図り、県民一人ひとりが、それぞれの立場で森林を守り

育てていく必要がある。

（１）森林整備の在り方

戦後、荒廃した林地の復旧や経済発展に伴う木材需要の増大への対応を図るため推進さ

れてきた人工林の造成はほぼ達成され、流域内における森林資源の整備は、造成の段階か

ら森林を健全な状態に維持し、循環させるための質的充実を図るべき段階となっており、

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業のサイクルを循環させ、均等な齢級構成

へと誘導することが必要となっている。

このため、森林整備のための森林区分として、植栽の有無などにより規定されていた人

工林、天然林の区分に代え、育成のための人為の程度及び森林の階層構造に着目して、育

成単層林（単層状態の森林として積極的に育成、管理する森林）、育成複層林（複層状態

の森林として積極的に育成・管理する森林）、天然生林（主として自然力の活用により的

確に保全・管理する森林）に区分することにより、一層の整備を推進していくこととする。

① 育成単層林、育成複層林

・ 高性能林業機械の導入や路網の整備による林業経営基盤の強化を通じて、健全な森

林を維持・造成し、県産材の安定供給を図る。

・ 環境に配慮した小面積皆伐や再造林等による若返り化を進め、人工林の齢級構成の

平準化を図る。

・ 生育途上にある森林の間伐を推進するとともに、土壌の流亡などの恐れのある林分

では、伐期の多様化、長期化を図るなど、自然環境の保全に配慮した森林施業を推進

する。

・ 少花粉スギ等の植栽などにより、花粉発生源の対策を推進する。

・ 育成単層林としての適切な生育が見込めないところや生産性の向上を図ることが困

難なところは、針広混交林等の育成複層林や天然生林へ誘導していく。

（２）計画推進の基本方針

ア 生産性の高い林業の推進と山村の振興

イ 森林とのふれあいを通じた心の豊かさとゆとりの確保

ウ 自然環境の保全を通じた公益的機能の確保
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Ⅱ 計画事項の概要

第１ 計画の対象とする森林の区域

市町村別の計画対象森林は次のとおりである。

（単位：ha）

区 分 面 積 備 考 （前回計画との増減）

総 数 153,299,38 ▲20.61

倉 敷 市 9,764.63 ▲10.45

旧 倉 敷 市 7,803.31

旧 船 穂 町 99.79

旧 真 備 町 1,861.53

笠 岡 市 4,953.76

井 原 市 15,524.62

旧 井 原 市 4,692.71

旧 美 星 町 4,660.19

旧 芳 井 町 6,171.72

総 社 市 13,351.49

旧 総 社 市 12,371.91 ▲ 1.03

旧 山 手 村 501.77

旧 清 音 村 477.81

７ 高 梁 市 41,422.78

旧 高 梁 市 16,910.35 ▲ 0.03
市

旧 有 漢 町 3.165.21

旧 成 羽 町 6,495.04

旧 川 上 町 7,082.43

旧 備 中 町 7,769.75 ▲ 0.07

新 見 市 59,288.21

旧 新 見 市 26,404.40 ▲ 4.77

旧 大 佐 町 8,675.48

旧 神 郷 町 10,012.43

旧 哲 多 町 8,468.89 ▲ 1.71

旧 哲 西 町 5,727.01 ▲ 2.48

浅 口 市 2,813.44

旧 金 光 町 772.31

旧 鴨 方 町 1,807.81

旧 寄 島 町 233.32

早 島 町 71.89
３

里 庄 町 385.19
町

矢 掛 町 5,723.37 ▲ 0.07
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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

森林の主な機能として、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環
かん

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、木材等

生産機能に区分し、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿、森林整備及び保全

の基本方針を次のとおりとする。

(1) 計画期間内において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ｈａ、蓄積：㎥/ｈａ

現 況 計画期末
区 分

(平成27年度) (平成37年度)

面 育 成 単 層 林 ５２，１０９ ５１，０４８

育 成 複 層 林 ３，０５８ ４，１４０

積 天 然 生 林 ９３，５８１ ９３，５６０

森 林 蓄 積 （ â ／ h a ） １４８ １５８

機能 対象とすべき森林 望ましい姿 森林整備及び保全の基本方針

・ダムの集水区域 ・適切な保育・間伐により下層植生や樹木の根を発達させる
・主要な河川の上流に位置する森林 ・伐採は縮小並びに分散

・ダム上流部では、保安林の指定とその適切な管理を推進
・林床の裸地化の縮小並びに回避
・集落等に近接した地域では、保安林の指定や治山施設の
設置を推進
・樹種の多様性を増進する施業を推進
・適切な保育・間伐等を推進
・快適な環境保全のための保安林の指定とその適切な管理

・多様な樹種等からなる森林 ・広葉樹の導入などによる多様な森林整備を推進
・保健活動に適した施設が ・保健等のための保安林の指定とその適切な管理
整備されている森林

・史跡、名勝等の所在する森林 ・美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進
・史跡等と一体的に優れた自然景 ・風致のための保安林の指定とその適切な管理を推進
観等を形成する森林

・原生的な森林生態系である森林 ・森林構成を維持
・貴重な生物種が生育・生息する ・野生生物のための回廊の確保にも配慮
森林

・健全性を確保
・適切な森林、保育及び間伐等を推進
・施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進

・林木の生育に適し、効率的な森林
施業が可能な森林

・良好な樹木により構成され、
成長量が高い森林
・林道等の基盤施設が適切に
整備されている森林

木材等生産機能

文化機能

・潤いのある自然景観や歴史
的風致を構成
・文化・教育的活動に適した
施設が整備されている森林

生物多様性保全
機能

・様々な生育段階や樹種が構
成される森林

快適環境形成
機能

・騒風害、霧害等の気象災害を防止
する効果が高い森林

・樹高が高く枝葉が多く、遮へ
い能力や汚染物質の吸着能
力が高い森林

保健・レクリエー
ション機能

・観光的に魅力のある自然環境や植
物群落を有する森林

水源涵養
かん

機能

・下層植生や根が発達し、保
水能力の高い森林土壌を有
する森林

山地災害防止／
土壌保全機能

・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

・下層植生や根が発達し、根
が深く広く発達し、土壌を保持
する能力に優れた森林
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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基本的事項

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針

(ｱ)皆伐

主伐のうち択伐以外のものとする。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必

要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区

域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図ることとする。

(ｲ)択伐

主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単

木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うもの

とする。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構

造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率とすることとす

る。

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針

森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、既往の平

均伐採齢及び森林の構成を勘案して定める。

ス ギ ヒノキ アカマツ その他 クヌギ その他

クロマツ 針葉樹 広葉樹

40年 45年 35年 40年 15年 20年

(3) 主伐材積の計画量 単位：千㎥

区 分 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 １，０６４ １，０１８ ４６

前半５カ年の

計画量 ５３２ ５０９ ２３

２ 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する指針

(ｱ)人工造林の対象樹種に関する指針

造林樹種は、スギ、ヒノキ、マツ及びクヌギ等の高木性広葉樹とし、選定にあた

っては、適地適木を旨としながら、種苗の需給動向等を勘案するとともに、多様な

森林づくりを行う観点から、広葉樹や郷土樹種を含めた幅広い樹種を定める。

(ｲ)人工造林の標準的な方法に関する指針

スギ、ヒノキ、マツ、クヌギの植栽本数は、下表によるものとし、既往の植栽本

数や施業体系を勘案して、仕立方法別に定める。

樹 種 仕立方法 植栽本数(本/ha)

ス ギ 密仕立て ４,５００

ヒ ノ キ 中仕立て ３,３００

疎仕立て ３,０００

マ ツ 中仕立て ５,０００

ク ヌ ギ 中仕立て ３,０００
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地拵えは、伐採木や枝条等が植栽の支障とならないようにし、気象害や林地の保全

に配慮する必要がある場合は筋置とする。

また、植付けは、気候その他の立地条件や植付け方法を勘案して、適期に行う。

(2) 天然更新に関する指針

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林であって、気候、地形、土

壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより

適確な更新が図られる森林において行うことを定めるものとする。

(ｱ)天然更新の対象樹種に関する指針

適地適木を旨として、立地条件、周辺環境等を勘案し、天然更新の対象樹種（後

継樹として更新の対象とする高木性の樹種、以下同じ、）について定めることとし、

ぼう芽更新が可能なものについては、区分して岡山県天然更新完了基準で定めるこ

ととする。なお、標準的な方法及び天然更新をすべき期間に関する指針についても、

岡山県天然更新完了基準で定めることとする。

(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

天然更新が期待されない場合は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林とし

て特定する。

(4) 人工造林及び天然更新別の造林面積の計画量

単位：ｈａ

区 分 人工造林 天然更新

総 数 ２，１１２ １，３５７

前半５カ年の

計画量 １，０５６ ６７８

３ 間伐及び保育に関する事項

(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

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表

に示す内容を基礎とし、既往の間伐の方法を勘案して適正な林分構成が維持されるよ

う、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。

樹 種 施業体系 間 伐 時 期 （年） 間 伐 の 方 法

初回 2回目 3回目 4回目 【選木方法】

小径材生産 １４ １７ ２１ ２５ １、２回は形質不良木を中心に、

ス ギ 一般材生産 １７ ２１ ２６ ３１ ３回目以降は形質不良木ととも

大径材生産 １９ ２６ ３５ ― に、成長の良い優勢木も対象と

小径材生産 １７ ２２ ２７ ３２ する。

ヒノキ 一般材生産 ２１ ２６ ３１ ３７ 【間伐量】

大径材生産 ２１ ２８ ３７ ― 中国地方林分密度管理図による。
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(2) 保育の標準的な方法に関する指針

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を基礎とす

る。

保育の 樹 種 実 施 年 齢 ・ 回 数
備 考

種 類 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

６ ～ ８ 月に
ス ギ △ ① ① ① ① △ 必 要 に 応じ

て ２ 回 程度
下 刈 実施

ヒノキ △ ① ① ① ① ① ① △

ス ギ △ △

蔓切り

ヒノキ △

ス ギ △ △

除 伐

ヒノキ △ △

注）○印は通常予想される実行標準 ○内の数字は回数 △印は必要に応じて行う実行標準

(3) 間伐材積及び間伐面積の計画量

(ｱ)材積 単位：千㎥

区 分 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 １，５６４ １，５６４ ０

前半５カ年の

計画量 ７８２ ７８２ ０

(ｲ)面積 単位：ｈａ

区 分 面 積

総 数 ２２，０５８

前半５カ年の

計画量 １１，０２９
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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として、水源涵養機能、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、文化機能及び生物多様性保全機能とし、

各公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必

要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定することとする。なお、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、地理等か

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する。

５ 林道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ながら、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、林道と林業専用道を併せたものを基幹路網、森林作業道を細部路網と定める

こととする。

公益的機能別施業森林等
の種類

施業の方法に関する指針

・伐期の間隔の拡大
・伐採面積の規模の縮小

・標高の高い地域、渓床又は河床勾配の急な地域
・短時間に強い雨の降る頻度が高い地域
・大面積の伐採が行われがちな地域　　　　　　　 等
人家、奥地、森林、道路その他施設の保全の ・特に機能の発揮を図る必要が
ため伐採の方法を定める必要がある森林 ある場合は、択伐による複層林
・傾斜が急な箇所 施業
・地表流下水又は地中水の集中流下する箇所 ・それ以外は、択伐以外による
・基岩の風化が異常に進んだ箇所、破砕帯又は 複層林施業
断層線上にある箇所 ・適切な伐区の形状・配置等に
・表土が薄く乾性な土壌からなっている箇所　　　 等 より、機能の確保が可能な場合
生活環境の保全及び形成のため伐採の方法を は、長伐期施業
定める必要がある森林 ・皆伐する場合は縮小及び分散
・都市近郊林等に所在する森林、市街地等と一体と
なって優れた景観美を構成する森林
・気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している
森林 等
自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・
教育的利用のため伐採の方法を定める必要
がある森林
・湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた
自然美を構成する森林
・ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用

の場として利用されている森林
・貴重な動植物の保護のため必要な森林 等

林木の生育が良好な森林で地形等から効率的 ・持続的・安定的な木材生産が
な森林施業が可能な森林 可能となる資源構成を維持

・路網整備、集約化等を推進

区域の設定基準

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

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

水質の保全又は水量の安定的確保のため伐採
の方法を定める必要がある森林水源の涵養の機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべ
き　森林

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

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
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○基幹路網の現状 単位 延長：ｋｍ

区 分 路線数 延長

基幹路網 ４７７ ５３８

うち林業専用道 １ １

(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の計画数量

開 設 (ｍ) 拡 張
備 考

総 数 基 幹 その他 改 築 改良 舗装(ｍ)
(箇所)

126,520 18,330 106,700 1,490 64 44,700

(3) 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路網密度の水準の基本的な考え方として、次の

表を目安として林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設すること

とする。

単位：ｍ／ｈａ

区 分 作業システム 路網密度

基幹路網

緩傾斜地

（０～１５°） 車 両 系 １００～２５０ ３５～５０

中傾斜地 車 両 系 ７５～２００

（１５～３０°） 架 線 系 ２５～７５ ２５～４０

急傾斜地 車 両 系 ６０～１５０

（３０～３５°） 架 線 系 １５～５０ １５～２５

急峻地

（３５°～） 架 線 系 ５～１５ ５～１５

(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、路網整備にあたっては、林道規程、

林業専用道作設指針、岡山県林業専用道作設指針及び岡山県森林作業道作設指針に則

り開設することとする。

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

森林施業の合理化については、流域内の森林・林業・木材産業関係者の合意の形成を

図りつつ、以下の項目について地域の実情に応じ計画的かつ総合的に推進することする。

(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

森林所有者等への働きかけや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環境整備を図ることにより、意欲ある森林所有者・森林組合・民
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間事業体への長期の施業等の委託を推進し林業経営の委託への転換を目指すものとす

る。

(2) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

地域が一体となって安定的事業量の確保に努めるとともに、経営の多角化、広域合

併、協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進するなど林業事業体の体質強化を

図るものとする。また、林家後継者の確保を図るため、子弟等が林業への関心を持ち

続け林業に就業しうる環境を醸成するとともに、林研グループ等若手林業後継者の活

動を育成・支援に努める。

(3) 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

生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械の導入及びそれに伴

う現地の条件に応じた作業システムを効率的に展開できる技術者・技能者の養成を計

画的に推進する。また、森林の多様な機能の継続的な発揮を目指し、森林資源の循環

利用を適切に進めていくため、これまでの伐出作業システムに加え、間伐、択伐等の

非皆伐作業に対応し、傾斜や搬出距離等の作業条件にもきめ細かく対応する伐出作業

システムの普及を推進する。

(4) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

(ｱ)木材流通の合理化

計画的な木材生産を推進しローコスト対策をすすめ、安定供給を図る。併せて、

機能的な流通体制として、高速交通網の整備に合わせて旭川流域との連携のもとに、

製品共同ストック、集配センター等の拠点も検討する。

(ｲ)木材加工の合理化

乾燥材、ＪＡＳ製品の生産を促進し、更に工業化を進めるものとする。

(ｳ)生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成

民有林及び国有林を通じ、また川上から川下まで一体となって合理的な木材生産

・流通システムの確立を図り、美作材としての産地銘柄化をより発展させるため、

地域の関係者の合意形成に努めるものとする。

第４ 森林の整備に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

樹根及び表土の保全その他林地の保全に特に留意すべき森林の地区の所在は本計画書

に計画図の区画番号を表示、面積の計は62,946.35haとする。

２ 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の計画期末面積 単位：ha

区 分 水源涵養 災害防備 保健・風致
かん

総数 ５８７ ５０５ １３０

前半５カ年の計画量 ２９４ ２５３ ６５

注１：災害防備：土砂流出防備、土砂崩壊防止
注２：水害防備：防火、潮害防備 干害防備、なだれ防止、落石防止保安林
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(2) 実施すべき治山事業の数量

計画地区数 主 な 工 種

２２６地区 渓間工、山腹工、森林整備

(3) 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林に実施すべき森林施業の方法及び時期

について

指定目的に即して機能していないと認められる特定保安林について､施業を早急に

実施すべき森林を要整備森林として定め、当該森林に対する施業の方法と時期を定め

る。

要整備森林の面積 単位：ha

水源涵養 土砂流出防備 計
かん

６８．２７ １２３．９９ １９２．２６

３ 森林の保護等に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

松くい虫被害については、減少傾向はあるが、温暖化傾向の強い昨今の気象状況に

よる被害の増大が懸念されており、空中散布等の予防対策や被害地周辺松林の樹種転

換を推進するなどにより被害の沈静化に努める。

また、ナラ枯れ被害については、被害拡大を防ぐため、早期発見・早期駆除の方針

により被害状況を把握し、関係機関で情報を共有し、被害先端地等で適切な防除を推

進する。

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針

市町村が作成する被害防止計画及び県鳥獣保護事業計画等を踏まえつつ、地元行政

機関、森林組合及び森林所有者等が協力して計画的に行う防護柵の設置や捕獲等の防

除活動を総合的かつ効果的に推進する。

また、生物多様性の確保の観点から野生鳥獣の生息環境にも配慮した針広混交林の

育成や複層林の整備、人と野生鳥獣の棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進する。

(3) 林野火災の予防の方針

瀬戸内海沿岸の一帯は、林野火災の多発する地域であるので、防火意識の啓発のた

め、各種広報媒体を活用して予防思想の高揚を図ることとする。

15



○ 旭川及び吉井川地域森林計画変更計画（案）の概要

１ 計画期間

旭 川 地域森林計画 平成２６年４月１日～平成３６年３月３１日

吉井川 地域森林計画 平成２５年４月１日～平成３５年３月３１日

２ 主な変更

(1) 計画対象森林区域の変更
（単位：ha）

森林計画区 変 更 前 変 更 後 増 減 備 考

旭 川 125,083.37 125,076.05 ▲7.32 【転入】
農用地等への人工造林 0.49ha

（真庭市、久米南町）

【転出】
工場等建物敷地
及びその附帯地 2.03ha(岡山市)
農用地 0.09ha(岡山市)
その他 5.69ha

吉 井 川 167,334.94 167,318.64 ▲16.30 【転入】
農用地等への人工造林 0.44ha

（津山市、鏡野町、奈義町）

【転出】
工場等建物敷地
及びその附帯地 16.57ha

(津山市､赤磐市､美作市)
その他(県道) 0.17ha(赤磐市)

(2) 計画対象森林区域の資源量の変更
（単位：千m3）

森林計画区 変 更 前 変 更 後 増 減 備 考

旭 川 19,373 19,368 5

吉 井 川 27,020 27,161 ▲ 141

16



(3) 林道の開設又は拡張に関する計画量の変更
(単位：延長ｍ、路線数、箇所数）

旭川森林計画区 吉井川森林計画区
区 分

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

路線数 81 81 0 105 105 0

開 基 幹 11,734 11,734 0 40,200 40,200 0
延

その他 65,380 65,380 0 88,382 91,212 2,830
設 長

改 築 2,330 2,330 0 1,630 1,630 0
(m)

計 79,444 79,444 0 130,212 133,042 2,830

改良(箇所) 113 116 3 379 408 29
拡

舗 路線数 58 58 0 89 90 1

張 装 延長(m) 94,575 94,575 0 116,240 116,330 90

【変 更 内 訳】
ア 開 設 (単位：ｍ)

計 画 区 市町村名 路線名 変更前 変更後 増 減 備 考

東粟倉村 竹の頭線 1,000 3,000 2,000 新規開設

西粟倉村 竹の頭線 0 730 730 新規開設
吉井川森林計画区

西粟倉村 滝谷大津尾線 1,500 1,450 ▲50

西粟倉村 佐渕大成線 2,700 2,850 150

イ 改良

計 画 区 市町村名 路線名 備 考

旭川森林計画区 玉野市 迫間線 路肩改良 ３箇所

吉井川森林計画区 津山市（旧加茂町、旧阿波村） 火方線 局部改良 12箇所
ほか８路線

鏡野町（旧上斎原村） 美作北２号線 局部改良 ３箇所
ほか１路線 安全施設 10箇所

美咲町（旧中央町） 大谷秋政線 幅員改良 ２箇所
ほか１路線

美作市（旧美作町） 間所線 路肩改良 １箇所
西粟倉村 瀬戸線 法面改良 １箇所
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ウ 舗装 (単位：ｍ)

計 画 区 市町村名 路線名 変更前 変更後 増 減 備 考

吉井川森林計画区 美咲町(旧柵原町) 上山線 0 90 90

(4) 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：ｈａ)

旭川森林計画区 吉井川森林計画区
保安林の種類

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

総 数 39,726 39,726 0 60,600 60,600 0

水源涵養のため 26,215 26,215 0 44,000 44,000 0
かん

災害防備のため 12,912 12,912 0 15,900 15,900 0

保健・風致の保存等のため 3,655 3,655 0 5,400 5,400 0

注：総数は、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、内訳
に一致しない。

イ 実施すべき治山事業の数量
(単位：地区)

旭川森林計画区 吉井川森林計画区

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

125 128 3 190 195 5

ウ 要整備森林の所在及び並びに要整備森林の面積
(単位：ｈａ)

旭川森林計画区 吉井川森林計画区
区 分

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

水源涵養 92.26 92.26 0 335.86 335.86 0
かん

土砂流出防備 13.43 13.43 0 0 0 0

計 105.69 105.69 0 335.86 335.86 0
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○ 森林保全部会処理事項の報告

開 催 答申年月日
年度 諮 問 事 項 備 考

年 月 日 答申の内容

27 27.９.25 新見市哲多町田淵地内における 27.10.27 開発行為に係る森林面積
林地開発許可について 62.8971ha
(申請者:日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社) 適当と 開発行為の目的

認める 太陽光発電所の建設
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