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この地域管理経営計画書は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の規定に基づ

き、東北森林管理局長が策定した大槌・気仙川森林計画区についての第四次計画であ

る。

この計画の計画期間は、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年

間である。
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はじめに

国有林野事業は、将来にわたってその使命を十全に果たしていくため、国有林野を名実とも

に「国民の森林」とするとの基本的な考え方の下に、平成１０年度から抜本的な改革を集中的

に推進してきたところであり、管理経営の方針を林産物の供給に重点を置いたものから公益的

機能の維持増進を旨とするものに転換し、国有林野の適切かつ効率的な管理経営を進めてきた

ところである。

森林に対する国民の要請も国土の保全や水源のかん養に加え、地球温暖化の防止、生物多様

性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等多様化してきて

おり、特に地球温暖化の防止、生物多様性の保全については、国有林の期待が大きくなってい

る。

こうしたことを踏まえ、今後は、引き続き適切かつ効率的な管理経営に向けた取組を進める

とともに、「国有林野の管理経営に関する基本計画」に従い、林産物の供給や地域振興への寄

与にも配慮しつつ、持続可能な森林経営及び開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を推

進していくこととする。

本計画は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の規定に基づいて、東北森林管理局長が

あらかじめ国民の意見を聴いた上で、管理経営基本計画に即し、森林法で定める国有林の森林

整備・保全に関する計画である国有林の地域別の森林計画と調和して、今後５年間の大槌・気

仙川森林計画区における国有林野の管理経営に関する基本的な事項を定めた計画である。

今後、大槌・気仙川森林計画区における国有林野の管理経営は、第三次地域管理経営計画の

計画期間終了に伴い、平成２２年４月１日を始期として策定した第四次計画に基づき、関係行

政機関と連携を図りつつ、関係住民の理解と協力を得ながら適切に行うこととする。
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（１）国有林野の管理経営の基本方針

① 計画区の現況

本計画の対象は、岩手県の南東部に位置する大槌・気仙川森林計画区内の国有林野２

９，０５６ha である。

当計画区は、全体的に北上高地から太平洋沿岸に向けて東傾している一帯である。

主な山岳は、愛染山、五葉山、片羽山等があり、これら山地に源をもつ大槌川、小鎚

川、甲子川、気仙川、盛川が東又は南流して太平洋に注いでいる。

地形は一般に急峻で、特に海岸部は急傾斜の地形が多い。しかし、遠野市に隣接する

橋野地域は起伏の少ない台地が広がっている。

林況は、人工林はアカマツ、スギ、カラマツによって占められ、天然林はブナ、ナラ

等の広葉樹林とヒバ、ネズコ、アカマツの針葉樹林からなっている。

海岸部は、複雑に入り込んだリアス式の海岸線からなる観光名所が多く、陸中海岸国

立公園、保健保安林となっており、五葉山周辺の山岳林は五葉山県立自然公園の指定を

受けている等、レクリエーション・保健休養の場として広く利用されている。

気仙地域は、「気仙スギ」、「気仙大工」の言葉に象徴されるように、従来より豊か

な森林資源を活用して林業が盛んであり、合板・集成材工場等の木材加工施設の整備が

進み、林業・木材産業の活性化に積極的に取り組んでいるところである。

また、当計画区は、水源かん養保安林を主とする保安林が国有林野面積全体の約８８

％となっており、下流域の上下水道用水や産業用水の水源として重要な役目を担ってい

る。

② 計画区内の国有林野の現況

当計画区の森林の現況（平成21年12月時点）としては、人工林を中心とする育成林が

１４，２９４ha（育成単層林１３，０８１ha、育成複層林１，２１３ha）、天然生林が

１３，５２１haとなっており、主な樹種としては針葉樹ではアカマツ８６６千m3、スギ

６６４千m3、カラマツ５４７千m3、広葉樹ではナラ１５３千m3、ブナ１３７千m3となっ

ている。また、林相別に見ると針葉樹林１３千ha、針広混交林３千ha、広葉樹林１２千

haとなっている。

人工林についてみると、齢級構成では間伐対象齢級である４齢級から１２齢級が約９

割と大半を占める一方、１３齢級以上の高齢級林分は１割弱となっている。
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図－１ 人天別分布図
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③ 持続可能な森林経営の実施方向

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

ともに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、機能類型区分や森林の適切な整備・保

全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

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

り、この中で国全体としての客観的に評価するための７基準（６４指標）が示されてい

る。

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

扱い方針を整理すると次のとおりとなる。

ア 生物多様性の保全

地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等多様な林

相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動植物が生息・生育する森林

について適切に保護するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行う。

イ 森林生態系の生産力の維持

森林としての生長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適切な実施

と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能の発揮と両立した

木材の生産を行う。

ウ 森林生態系の健全性と活力の維持

外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫や山火事等から森

林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。

エ 土壌及び水資源の保全と維持

降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のため、必要

に応じ育成複層林施業や長伐期施業を推進するほか、山地災害により被害を受けた森

林の整備復旧を行う。また、森林施業においても裸地化する期間の短縮や尾根筋や沢

沿いでの森林の存置を行う。

オ 地球的炭素循環への森林の寄与の維持

地球温暖化防止に貢献するため、吸収源となる森林の健全性を維持するため育成林

の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な推進と二

酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため、木材利用を推進する。

カ 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発揮と

ともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれあいの確保のため

のフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取り組む。

キ 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組

ア～カに記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理経営を行
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うため、国有林野に関連する法律に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理

経営の実施に当たっては、国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等

を通じて森林資源の状況を把握する。

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

① 機能類型ごとの管理経営の方向

当計画区の特色を活かし、森林に対する国民の要請が、国土の保全や水源のかん養に

加え、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあい

や国民参加の森林づくり等、公益的機能の発揮に重点を置きつつ、さらに多様化してい

ることを踏まえ、林産物の供給や地域振興への寄与にも配慮しつつ、持続可能な森林経

営及び開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を推進していくこととする。

具体的には、森林整備の積極的な推進を図りながら、国有林の地域別の森林計画に定

める公益的機能別施業森林の区域との整合に留意しつつ、当計画区の国有林野を国土保

全や水源のかん養を目的とする「水土保全林」、貴重な生態系の維持・保存や森林レク

リエーション利用等を目的とする「森林と人との共生林」、及び木材を安定的かつ効率

的に供給する「資源の循環利用林」の３つに分け、それぞれの目的に応じて次のような

管理経営を行うこととする。

ア 水土保全林における管理経営の指針及びその他水土保全林に関する事項

水土保全林においては、山地災害による人命・施設の被害の防備、気象害による環

境悪化の防備又は国民生活に必要な良質で安定した量の水の供給に係る機能を重点的

に発揮させるべき国有林野について、それぞれの目的とする機能の維持増進を図るた

め、適切な間伐の実施や長伐期施業、育成複層林施業等の推進に努め、必要に応じて

施設の整備を図る。

具体的には、水土保全林については、国土保全タイプと水源かん養タイプの２つに

分けて取り扱うこととする。

また、前計画では、水土保全林１１，０５６ha（国土保全タイプ７，０４１ha、水

源かん養タイプ４，０１５ha）としていたが、今回の計画では、下表のとおりとして

いる。これは、前計画期間中に水源かん養保安林の指定を拡大したことに伴い、機能

類型を資源の循環利用林から水土保全林（水源かん養タイプ）に変更したことによる

面積の増である。

（ア）国土保全タイプ

国土保全タイプの国有林野については、保全対象や当該森林の現況等を踏まえ、

根系や下層植生の発達が良好な森林、樹高が高く遮蔽能力が高い森林等に誘導し又

はこれを維持するために必要な管理経営を行うものとする。

（イ）水源かん養タイプ

水源かん養タイプの国有林野については、流域の特性や当該森林の現況等を踏ま

え、根系や下層植生の発達が良好な森林、多様な樹種で構成される森林等に誘導し

又はこれを維持するために必要な管理経営を行うものとする。
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水土保全林の面積 （単位：ha）

区 分 国土保全タイプ 水源かん養タイプ 計

面 積 ７ ,０４１ １６ ,７００ ２３ ,７４１

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

イ 森林と人との共生林における管理経営の指針とその他森林と人との共生林に関する

事項

森林と人との共生林においては、貴重な生態系の維持又は国民と森林とのふれあい

の場としての利用等に係る機能を重点的に発揮させるべき国有林野について、それぞ

れの目的とする機能の維持増進を図るため、保護林の保全・管理等に努めるほか、景

観、風致等に優れた森林の維持・造成等に努め、必要に応じて施設の整備を図る。

具体的には、森林と人との共生林については、自然維持タイプと森林空間利用タイ

プの２つに分けて取り扱うこととする。

また、前計画では、森林と人との共生林２，８００ha（自然維持タイプ２，２６０

ha、森林空間利用タイプ５４０ha）としていたが、今回の計画では、下表のとおりと

している。

（ア）自然維持タイプ

自然維持タイプの国有林野については、自然の推移に委ねることを原則として、

保護を図るべき森林生態系を構成する野生動植物等の特性に応じ、保全すべき自然

環境の維持・形成に必要な管理経営を行うこととする。

なお、貴重な野生動植物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保

存に必要な森林等については、「保護林」に設定し、適切に保全を図ることとする。

（イ）森林空間利用タイプ

森林空間利用タイプの国有林野については、保健、文化、教育等様々な利用の形

態に応じた管理経営を行うものとし、具体的には、景観の向上やレクリエーション

利用を考慮した森林の整備を行い、必要に応じて遊歩道等の施設の整備を行うこと

とする。

なお、国民の保健・文化的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に行

うことが適当と認められる国有林野については、「レクリエーションの森」として

選定する。既存の「レクリエーションの森」については、施設の老朽化や利用者の

ニーズ等の変化を踏まえ、リフレッシュ対策を実施していくとともに、利用が著し

く低位にあるものや今後の維持管理等が見通し難いものについては、地元自治体を

はじめ幅広い地域関係者等の意見を充分勘案し、必要に応じて廃止を含めた見直し

を図ることとする。
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森林と人との共生林の面積 （単位：ha）

自然維持タイプ 森林空間利用タイプ
区 分 合 計

うち、保護林 うち、
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森

面 積 ２,２６０ １,９５１ ５４０ ９ ２,８００

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

ウ 資源の循環利用林における管理経営の指針とその他資源の循環利用林に関する事項

資源の循環利用林については、林業等の生産活動の場の提供に係る機能を発揮させ

るべき国有林野について、森林の健全性を維持しつつ、環境に対する負荷が少ない素

材である木材の効率的な生産、多様化する木材需要に応じた林木の育成に努め、木材

資源の充実等を図る。

資源の循環利用林については、公益的機能の発揮に留意しつつ、生産目標に応じた

木材の効率的な生産等それぞれの利用形態に応じた管理経営を行うものとする。

また、前計画では、資源の循環利用林１５，２０７haとしていたが、今回の計画で

は、下表のとおりとする。これは、前計画期間中に水源かん養保安林の指定を拡大し

たことに伴い、機能類型を資源の循環利用林から水土保全林（水源かん養タイプ）に

変更したことによる面積の減である。

資源の循環利用林の面積 （単位：ha）

区 分 林業生産活動の対象 その他生産活動の対象 計

面 積 ２,４４９ ６６ ２,５１５

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

② 地域ごとの機能類型の方向

当計画区は、次の地区に大別され、地区ごとに重点的に行うべき管理経営は次のとお

りである。

ア 五葉山地区（1～23、301～310、404、405林班）

当地区は、大船渡市、住田町、釜石市にまたがる山岳林で、ヒメコマツ（キタゴヨ

ウマツ）、ヒバ、ネズコ、ナラ等の天然林及びアカマツ人工林からなっている。

盛川上流部及び甲子川上流部の五葉山山頂に至るまでの区域に貴重な植物群落が存

在することから、「五葉山植物群落保護林」に設定しているほか、ほぼ全域が五葉山

県立自然公園、保健保安林に指定されている。

また、五葉山自然観察教育林の指定もあり、自然景観の維持、貴重な動植物の保護

を図りつつ、自然観察学習に利用する等、保健文化機能を発揮させるため、主として

森林と人との共生林に区分して管理経営を行うこととする。

なお、桧山川、枯松沢川、荒川上流部は、下流域の重要な水源地となっていること
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から、水源かん養機能を発揮させるため、水土保全林に区分して管理経営を行うこと

とする。

イ 気仙川地区（24、25、27～60、62～75林班）

当地区は、大部分が気仙川流域に位置する丘陵林で、そのほとんどがスギ、アカマ

ツ人工林からなっている。小規模な飛び地を除き、水源かん養保安林に指定されてお

り、山地災害防止機能及び水源かん養機能を発揮させるため、主として水土保全林に

区分して管理経営を行うこととする。

ウ 大槌川地区（145～204、207～239林班）

当地区は、大槌川及び小鎚川流域に位置する山岳林で、カラマツ人工林とブナ等広

葉樹天然林からなっている。両流域とも上流部は、集落が近接し、住宅地や農耕地へ

の影響等から水源かん養保安林の指定が多く、山頂部周辺については、急傾斜地が多

いことから、土砂の流出防止等の山地災害防止機能及び水源かん養機能を発揮させる

ため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

エ 片羽山地区（101～144、311～379、382～403林班）

当地区は、釜石市北東部の釜石市街地を通り釜石湾に注ぐ小川川流域と大槌湾に注

ぐ橋野川流域に位置する山岳林で、ブナ、ナラ等の天然林及びアカマツ、カラマツ人

工林からなっている。小川川流域は、下流には集落地が多く、また、ＪＲ釜石線、国

道２８３号線下を流れること等からほぼ全域が水源かん養保安林に指定されているこ

と、及び洪水調節等を目的とした日向ダムが設置されていることから、水源かん養機

能を発揮させるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

橋野川流域は、片羽山山頂付近が急峻で崩壊しやすい地形であり、山地災害防止機能

を発揮させるため、水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

（３）流域管理システムの推進に必要な事項

国有林野の管理経営に当たっては、流域を単位として民有林・国有林が連携して森林の

整備等を行う流域管理システムの下で、流域の課題やニーズの的確な把握、林業事業体の

育成、下流域との連携等について取り組んでいくことが必要である。

このため、流域管理システムの推進に向けて、引き続き、国有林野事業流域管理推進ア

クションプログラムの実施等により、先導的・積極的に取り組むこととする。

① 流域ニーズの的確な把握

大槌・気仙川流域森林・林業活性化センター、気仙・釜石地方林業振興協議会、林業

関係機関・団体等との連携を深め、気仙スギを主体とした気仙材の銘柄化・高付加価値

化、スギやカラマツなど地域材の安定供給、生産コストの縮減につながる路網の整備等、

森林の整備・保全の課題や要請を的確に把握するとともに、国有林野事業の情報を積極

的に発信し、流域の特色ある事業運営の推進に努める。
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② 国有林の情報、技術、フィールドの提供等

管理経営情報や技術情報を積極的に提供するとともに、高性能林業機械等の利用と低

コスト路網の整備、列状間伐による効率的・効果的な施業に取り組むとともに、これら

の研修に必要なフィールドの提供や施業技術検討会の実施により流域の林業技術の向上

に努めることとする。

③ 民有林・国有林一体となった取組

地域材の銘柄化や効率的な森林整備等に向け、共同施業団地の設定等により、木材の

安定供給や間伐、路網の整備など、民・国が一体となった取組の推進に努めることとす

る。

また、森林の適切な保全管理、林産物の生産コストの低減、作業環境の向上等に資す

るため、民有林関係者との情報交換を密に行うことにより、民有林林道計画との調整を

図り、合理的な路網整備に努めることとする。

④ 林業事業体の育成

森林整備を行う事業体に対しては、事業の早期発注、年間の事業発注見通しの情報提

供など、計画的な発注に努めるとともに、安定的な雇用の確保にも資することとする。

また、発注者の立場からの技術指導、労働安全衛生の確保についての指導等に努め、

森林吸収源対策等の森林整備を担う林業事業体の育成を図ることとする。

⑤ 下流域との連携

森林浴、自然観察や森林教室の開催等、森林とのふれあいの場の提供等を通じて、下

流域住民、利水者等に対して森林の働き、林業の役割等の情報をわかりやすく提供し、

森林・林業に対する理解の醸成に努めるとともに、下流域関係者自らが行う水源林整備

等のフィールド及び技術を提供する。

（４）主要事業の実施に関する事項

伐採、造林等の実施は、民間委託により進めており、今後も計画的な事業の発注に努め

ることとする。

間伐については、地球温暖化防止に係る森林吸収源対策を着実に実行するため、実施箇

所の団地化や低コスト路網整備、列状間伐の実施・拡大、収穫調査の簡素化等を積極的に

行い、トータルコストの縮減に努めることとする。

当計画期間における伐採、更新、保育、林道の開設及び改良の総量は以下のとおりである。

① 伐採総量

（単位：m3）

区 分 主 伐 間 伐 計

計 １０８,３３０ ２９４,４００ (4,767) ４０２,７３０ (4,767)
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注1）（ ）は、間伐面積（単位：ha）である。

注2）四捨五入により計が一致しない場合がある。

② 更新総量

（単位：ha）

区 分 人 工 造 林 天 然 更 新 計

計 ３０１ ０ ３０１

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

③ 保育総量

（単位：ha）

区 分 下 刈 つる切り・除伐 計

計 １,０８５ ２２７ １,３１２

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

④ 林道の開設及び改良総量

開 設 改 良
区 分

路線数 延長量（m） 箇所数 延長量（m）

計 １０ ５,０００ １０ １,４９５

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

（５）その他必要な事項

① 地球温暖化防止対策の推進

国産材の利用を一体的に推進する森林・木質資源を活用した新たな循環型システムの

普及・啓発に取り組むこととし、特に間伐を積極的かつ着実に実施することとする。

また、林道工事や治山工事での間伐材の利用等、国有林野事業として木材の利用促進

に取り組むとともに、木材利用についての国民への啓発に努めることとする。

② 生物多様性の保全

国有林野が奥地脊梁山脈から里山まで所在し、生物多様性の保全上重要な役割を担っ

ていることを考慮し、原生的な天然林や貴重な野生動植物が生息・生育する森林につい

て厳格な保全・管理を行う保護林において、引き続き、適切な保全・管理を行うことと

する。

また、それ以外の森林においても、適切な間伐の実施、針広混交林化、複層林化、長
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伐期化や里山等の積極的な整備など、地域の森林の現況に基づき、多様で健全な森林の

整備・保全を推進することにより生物多様性の保全に寄与することとする。

さらに、自然災害等により劣化した森林の再生・復元、野生鳥獣との共存に向けた森

林整備に取り組むほか、地域やボランティア、ＮＰＯ等と協働・連携した森林管理を推

進することとする。

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

（１）巡視に関する事項

① 山火事防止等の森林保全巡視

森林巡視を着実に実施することにより、山火事及び廃棄物の不法投棄の未然防止、森

林病虫獣害の早期発見・防除、高山植物の保護、保安林の適切な管理等の保全管理に努

める。また、保全管理の実施に当たっては、地元住民、地元公共団体、ボランティア、

ＮＰＯ等との連携を図り、入林者への山火事防止や不法投棄防止意識の啓発等に努める

こととする。

併せて、巡視活動の展開により風水害による山地崩壊、倒木、林道等の施設の災害防

止、あるいは早期発見に努めることとする。

② 境界の保全管理

境界の適切な保全管理は、国有林野の管理経営の基礎となるものであることから、境

界識類の確認、境界の巡視、不明標の復元を計画的に行い、境界の保全管理に努めるこ

ととする。

また、境界の侵害を受けている箇所については、当事者と疎通を図り早期解決に努め

ることとする。

特に、都市近郊に所在する国有林野については、権限が未設定での占有使用やゴミの

不法投棄等が生ずるおそれがあることから、随時、経常業務の遂行と並行して保全巡視

に努めることとする。

（２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項

日常の森林保全巡視及び県、市町村等からの情報を得ながら森林病害虫の監視に努める。

松くい虫被害については、森林病害虫防除法に基づく高度公益機能森林、被害拡大防止

森林の区域指定及び防除計画に基づき、伐倒駆除等により被害のまん延防止に努めるとと

もに、被害対策の実施に当たっては、県、市町村等との連絡を密にし、民有林と一体とな

った効果的な対策を行うよう努めることとする。

（３）特に保護を図るべき森林に関する事項

① 保護林

当計画区は、コメツガとヒバを主とする天然林及び五葉山の固有種であるゴヨウザン

ヨウラク等の貴重な植物群落を有する「五葉山植物群落保護林」を設定しており、生物
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多様性の確保の観点からも、適切に保護を図ることとする。また、保護林モニタリング

調査等の結果を踏まえ、ゴヨウザンヨウラク等の貴重な植物の動向の把握に努めるとと

もに、大学や試験研究機関に対して積極的な情報提供に努め、要請に応じ学術研究フィ

ールドとして提供することとする。

また、入林者の影響等による植生荒廃の防止やその回復を図るため、地域の関係者等

と調整を図りながら必要な措置を講ずるものとする。

種 類 箇所数 面 積（ha）

森林生態系保護地域 － －
森林生物遺伝資源保存林 － －
林木遺伝資源保存林 － －
植物群落保護林 １ １,９５１
特定動物生息地保護林 － －
特定地理等保護林 － －
郷土の森 － －

総 数 １ １,９５１

② 緑の回廊

「北上高地緑の回廊」は、岩手県久慈市の平庭岳から大船渡市の毛無森山まで約２km

の幅で延長約１５０kmにわたって設定しており、このうち当計画区では約１６kmを設定

している。

緑の回廊においては、将来的に多様な樹種や複数の樹冠層からなる天然林を指向する

こととし、照度及び採餌空間の確保等、野生動植物の生息・生育環境の整備を図る観点

から、今後とも針広混交林に誘導するための抜き伐り等に努めるとともに、モニタリン

グ調査を実施し、民有林関係者とも連携しつつ、質的充実に努める。

名 称 延長（km） 面積（ha）

北上高地 １６ ３,３５０

総 数 １６ ３,３５０

注）数値は、当計画区に係るもののみである。

（４）その他必要な事項

① 水辺の整備

水質の保全や野生動植物の生息・生育環境の整備に資する観点から、防災面にも配慮

しつつ、渓流沿い等の水辺に保護樹帯等を効果的に配置していくこととする。
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② 希少な野生動植物の保護

イヌワシ、クマタカ等の希少な野生生物については、必要に応じて専門家等の協力を

得ながら、森林の各種機能の発揮との調整を図りつつ、その保護に努めることとする。

③ ニホンジカ、カモシカ、ツキノワグマ等との共生及び被害対策

ニホンジカ、カモシカ、ツキノワグマ等との共生及び被害対策については、森林施業

を計画的に実施していく中で、野生動物の移動経路等の生息環境を維持していくよう配

慮するとともに、日常の森林保全巡視及び県・市町村等からの情報を得ながら森林に対

する獣害の監視に努めることとする。

④ その他

「森林と人との共生林」については、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等とも連携を

図りながら、生物多様性保全の視点も踏まえつつ、希少種の保護や移入種の侵入防止等

に努めることとする。

３ 林産物の供給に関する事項

（１）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

当計画区においては、利用可能なアカマツ、カラマツ、スギ等の人工林の資源が充実し

つつある状況を踏まえ、主伐・間伐を通じて生産される木材の安定的な供給に努めること

とする。特に、これまで利用が低位であった曲がり等を含む間伐材については、合板や集

成材、チップ材料等の原料としての利用が拡大していることから、その需要者等へ安定的

に供給するよう努める。また、県内にはカラマツを使用する大型集成材工場等が多くある

ことから、カラマツの安定的供給に努めることとする。

森林整備により搬出される間伐材等の販売については、高付加価値を期待できる高品質

材等の供給とあわせ、素材（丸太）販売により実施する。また、間伐材の利用促進に当た

っては、列状間伐や路網と高性能林業機械を組み合わせた高効率・低コストな作業システ

ムの定着を図りつつ、素材（丸太）生産を行うものとする。

また、曲がり等を含む間伐材の販売については、需要先へ直送する販売協定により新規

需要開拓と安定的な供給を図ることとし、林業・木材産業の活性化を図り、併せて収入の

確保にも資することとする。

（２）その他必要な事項

公共関連工事や施設での木材利用を進めるため、治山・林道工事等において、木材の特

質を考慮しつつ法面保護工、治山ダム等に間伐材等を積極的に利用するとともに、庁舎等

施設の新改築する場合は木造化・木質化を積極的に推進するなど、木材の利用促進に取り

組むこととする。

また、地方公共団体等の関係機関と間伐材等木材需要についての情報交換を進めるとと

もに、林業・木材産業関係者と連携しつつ、木材利用の推進に寄与することとする。
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４ 国有林野の活用に関する事項

（１）国有林野の活用の推進方針

国有林野の活用に当たっては、当計画区の自然的、社会・経済的な特色を踏まえつつ、

住民の意向等を考慮して農林業の構造改善のための活用、公用・公共用・公益事業の用に

供する活用、都市と農山漁村の交流の促進、公衆の保健のための活用等地域における産業

の振興や住民の福祉の向上に資するよう推進することとする。

（２）国有林野の活用の具体的手法

① 国有林野の活用については、公益的機能の発揮、木材生産機能の確保等との調整を図

りつつ、取り組む。

② 関係する県及び市町村との連携を密にし、公用・公共用等のための活用に資する。

③ 不要地、余剰地については、林野・土地売払い情報公開窓口及びインターネットを活

用し、広く情報を公開し、情報の提供と需要探索に努める。

（３）その他必要な事項

特になし。

５ 国民の参加による森林の整備に関する事項

（１）国民参加の森林に関する事項

国民が自主的に行う森林整備活動を推進するため、国民参加の森林として「ふれあいの

森」を設定する。「ふれあいの森」においては、活動を実施するボランティア団体等を公

募により募集、選定し、広く国民に開かれた管理経営に努めることとする。

また、森林づくりの活動に対して、必要な助言、技術指導等の支援を行うとともに、地

方公共団体、緑化関係団体等と連携し、円滑な活動の実施に努めることとする。

その他、ボランティア団体等が行う自主的な森林整備や保全活動についての要請に対応

したフィールドの提供や協定の締結等、多様な取組に努めることとする。

ふれあいの森

名 称（市町村） 位 置 （林小班） 面 積（ha）

候補地 三陸中部署 （２２そ） １

（大船渡市）



- 大槌・気仙川15 -

（２）分収林に関する事項

国有林野の所在する地域の振興と国民参加による森林整備、緑化思想の普及のため、地

域のみならず都市部の住民にも広く働きかけ、国民自らが森林資源の造成や地球環境の保

全・形成に参画できる制度として推進することとする。

特に、企業や団体などに対しては、業種の枠にとらわれない社会貢献活動の一環として、

森林資源の造成や環境保全に資する森林育成に参画を求め、分収林事業を積極的に推進す

ることとする。

（３）その他必要な事項

① 森林環境教育の推進

学校、地方公共団体、企業、ボランティア、ＮＰＯ、地域の森林所有者や森林組合等

の民有林関係者等、多様な主体と連携しつつ森林環境教育の推進を図ることとし、学校

等が国有林野で体験活動等を実施するための「遊々の森」や学 校分収造林の活用、森

林管理局・森林管理署等による林業体験や森林教室等の体験活動、森林の有する多面的

な機能に関する普及啓発の実施、指導者の派遣や紹介、森林環境教育に適したフィール

ドの情報提供等の取組を推進することとする。

なお、国有林野を活用し体験活動を実施する「遊々の森」として、みちのくエコース

テイション木霊駅会と「こだまの駅遊々の森」、大船渡市立末崎中学校と「産土の森」

を設定していることから、引き続き、フィールド及び情報を提供することとする。

その際、森林管理署に設置した森林・林業・木材に関する相談窓口である「緑づくり

支援窓口」の機能充実に努め、教職員やボランティアのリーダー等に対する普及啓発や

技術指導、森林環境教育のプログラムや教材の提供、波及効果が期待される取組を積極

的に推進するとともに、農山漁村における体験活動とも連携した取組を推進することと

する。

② 森林の整備・保全等への国民参加

ＮＰＯ等が行う自主的な森林整備等へのフィールドの提供や必要な技術指導を行うな

ど、国民による国有林野の積極的な利用を推進することとし、森林整備や保全活動の要

請に対応したＮＰＯ等と森林管理署等との協定の締結等、多様な取組に努めるものとす

る。

③ 地域住民や関係各機関と連携した取組

地方公共団体や森林組合等の関係各機関と連携し、地域住民が自主的に行う森林整備

や保全活動の円滑な実施に努めることとする。

当署管内に所在する大船渡市および陸前高田市は松くい虫の被害先端地域となってお

り、被害の北上・拡大を防止するため、平成16年度から地域住民を森林ボランティアパ

トロール員に委嘱し、管内国有林の松くい虫被害の確認等を行っており、確認された被

害木は速やかに処理している。また、地方公共団体等の関係各機関とは各種会議等を通

じて、松くい虫被害に関する情報交換をするなど、前記活動の円滑な実施に努めている。
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④ 地域に根ざした自主的な取組の推進

「国民の森林」の実現に向けて、公益的機能の維持増進を旨とする管理経営や地域振

興への寄与等の一層の推進を図るため、森林管理署が地域の特性を踏まえた自主的な取

組を提案し、地域住民、地方公共団体、ボランティア、ＮＰＯ等と連携しつつ推進する

こととする。

また、地域で開かれる森林環境教育活動への協力等を通じ、森林・林業に関する情報

・サービスの提供に努めるほか、インターネット等各種メディアを活用し、幅広い情報

の発信を行うこととする。

⑤ 双方向の情報受発信

国有林モニターの活用等により、国有林野事業の活動全般について国民の意見を聴く

など、国民と国有林との双方向の情報・意見の交換を図ることにより、国民の要望の的

確な把握や、これを反映した管理経営の推進等の対話型の取組を進め、国有林野事業に

対する幅広い理解と支援を得るよう努めることとする。

６ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

（１）林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

当計画区内の国有林野を高性能林業機械の研修用、大学や試験研究機関等の学術研究用

のフィールドとして提供するとともに、施業指標林等を活用し技術交流を図るなど、民有

林との連携強化に努めることとする。

当署管内にはイヌワシをはじめ希少猛禽類が多数生息しており、前計画期間から希少猛

禽類の生息環境に関する研究用のフィールドを大学に提供する等、引き続き関係各機関と

の連携に努めることとする。

（２）地域の振興に関する事項

森林の整備や林産物の販売、国有林野の活用、森林空間の総合利用など、国有林野の諸

活動と国有林野の多様な利活用を通じて、地域産業の振興、住民の福祉の向上等に寄与す

るよう努めることとする。

特に地球温暖化防止対策としての森林整備事業を計画的に発注し、民間委託することを

通じて地域産業の振興に努めることとする。

（３）その他必要な事項

特になし。


