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１ 森林税の趣旨と背景 
 
長野県土の約 8 割を占めている森林は、土砂災害や洪水を防止し、水や空気を育み、

二酸化炭素の吸収源として地球の温暖化防止に貢献するとともに、再生産可能な資源で

ある木材を供給して循環型社会づくりに寄与するなど、さまざまな機能をもっているこ

とから、森林は、私たちの安全・安心な暮らしには欠くことができない社会共通の財産、

「緑の社会資本」である。 

 

長期にわたる木材価格の低迷などによる林業の採算性の悪化や、戦後のエネルギー革

命による薪・炭などの利用の減少により、森林と人との多様な結びつきが途切れ、間伐

などの手入れが行われずに森林の荒廃が進行している。このままでは県民の安全・安心

な生活環境への影響が懸念されるとともに、地球規模の環境保全への貢献にも支障をき

たす状況にある。 

さらに県内の民有林（国有林を除く森林）の約半分を占めている人工林は、植えてか

ら 41 年〜55 年経っているものが多く、森林整備が必要な状況にあり、その中でも私たち

の生活に身近な里山が未整備のまま放置され、緊急に間伐を実施する必要がある。 

 

県では、平成 18 年度に「長野県行財政改革プラン」を策定し、分権改革、行政システ

ム改革、財政構造改革に取り組んでいるが、当面、県の財政運営は厳しい状況が続くと

予想されるその一方で、森林資源の整備においては、先送り出来ない時期を迎えており、

早急かつ集中的に間伐に取り組む必要に迫られ、そのため、効率的な事業の実施や国庫

補助の一層の確保に加え、必要な財源を一定期間にわたり安定的に確保する方法を構築

する必要があった。 

 

そこで、平成 19 年度の「長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会」では、森林づ

くりの財源を確保するため、負担金、使用料、手数料、県税など新たな財源を幅広く検

討された。その中で県民税均等割の超過課税方式は、「地域社会の費用を広く県民が負担す

る」という性格を有しており、「森林づくりのために必要な費用を県民が等しく負担する」と

いう趣旨に合致しつつ、低所得者等への配慮もされることに加え、新たに法定外税を創設す

るよりも、行政コストの面からも優れており、最も妥当な財源を確保する方法であるとの結

論に達し、それを受け、平成 20 年 4 月 1日から長野県森林づくり県民税条例が施行され、

森林税を活用した施策が展開されてきた。 

 

一方では、森林税を活用した施策は、図１に示すように「長野県ふるさとの森林づく

り条例」（平成 16 年度制定、以下、「条例」という。）及び「長野県森林づくり指針」（平

成 17 年度策定、以下、「指針」という。）の基本理念、方針に沿って実施されてきたが、

社会情勢の変化に対応すべく、平成 22 年に指針の改定、翌年に「長野県森林づくりアク
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ションプラン（以下、「アクションプラン」という。）が策定され、100 年後の長野県の森

林のあるべき姿とその森林の姿を実現するために、県民と県が取り組むべき長期の森林

づくりの展開方向を明らかにするとともに、今後、10 年間の具体的な目標が定められた。

この指針やアクションプランの中でも喫緊の課題の一つとして、里山における森林整備

を掲げられており、間伐を中心とした施策を国の制度を活用した既存事業や森林税を活

用して計画的に進められている。 

 
 
  

 
 
社会全体の共通の財産である森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいこうと、県民が主体的に森林

づくりに参加するための基本理念や基本方針、新たな仕組みを定める「長野県ふるさとの森林づくり条

例」を平成 16 年 10 月に制定 

長野県ふるさとの森林づくり条例 

基本理念 
森林が持続可能な社会を支える基盤であり、社会全体の共通の財産であることにかんが

み、その機能が持続的に発揮されるよう、それぞれの地域において、県民の理解と主体

的な参加の下で、森林づくりを行う。 

基本方針 
・ 森林の多面的な機能を発揮するための森林の整備及び保全 
・ 身近な資源である県産材の有効利用 
・ 森林資源及び森林空間の総合的かつ多面的な利活用 

 
 
条例の規定に基づき、100 年先、22 世紀の長野県の森林のあるべき姿と、その森林の姿を実現するた

めに、県民と県が取り組むべき長期の森林づくりの展開方向を明らかにするとともに、今後おおむね 10
年間の県施策の展開方法を定めたもの。平成 17 年 6 月に策定 

長野県森林づくり指針 

めざす 
森林の姿 

針葉樹林、広葉樹林、針広混交林がバランスよく配置された多様性のある森林 

展開方向 
・ 循環林→持続可能な木材生産を主な目標として維持管理 
・ 保全林→公益的機能の持続発揮を主な目標として維持管理 
・ 自然推移林→奥地の森林について、自然力を活用して管理 

 
 
喫緊の課題である間伐の計画的な実行確保を図るため、「長野県森林づくり指針」策定と同時に「信

州の森林（もり）づくりアクションプラン」を策定し、間伐が必要な森林（25 万 1,400ha）をすべて整

備するとともに、間伐材の搬出・利用を促進するという、現在の重点課題に対する「行動計画」により、

森林づくり指針を具現化。平成 17 年 6 月の策定 

信州の森林（もり）づくりアクションプラン 

 
 
従来の事業では実施出来ない事業について長野県

森林づくり県民税を活用して実施 
・手入れの遅れている里山での間伐の推進 
・地域固有の課題に対応した森林づくりの推進 
・県民や企業の森林づくりへの参加等の促進 

長野県森林づくり県民税を活用  
 
・公共造林事業、治山事業、県営林事業による

森林づくりの推進 

従来の事業で実施 

【図１長野県森林づくり県民税活用事業の位置付け】 
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２ 森林税活用の考え方 
  指針やアクションプランの実現に向け、緊急性の高い事業や国の事業などの従来の

事業では実施出来ない事業を執行するため、森林税を活用し３つの柱に対応する 10
の事業が、平成 20 年度から実施されている。（図２参照） 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 森林税活用事業の検証体制 

事業の透明性の確保を図るとともに、今後のより効果的な事業の推進に資するため、

県民に対し積極的に情報公開を行うとともに、県民参加の観点から、有識者や県民の

代表等を構成員とする第三者機関である「みんなで支える森林づくり県民会議及び地

域会議」を設置し、各地域の意見の集約や事業実施後の成果の検証等を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 森林税活用事業の執行状況 
森林税活用事業は、３つの柱（図 2 参照）があり、それぞれの目的に沿った森林税

活用事業がある。平成 20 年度から 22 年度の 3 年間の税収等の歳入合計額は、約 18
億 5 千万円であった。 
歳出にあたる活用事業の執行額は、3 年間で約 17 億 3 千万円となっており、その内

訳としては、「手入れの遅れている里山での間伐の推進」が全体の約 70％を占め、次

いで「地域固有の課題に対応した森林づくりの推進」が約 20％、次年度以降の里山の

間伐が約 7％、その他で 3％となった。（資料の表１参照） 

手入れの遅れている里

山での間伐の推進 

地域固有の課題に対応

した森林づくりの推進

県民や企業の森林づく

りへの参加等の促進 

みんなで支える里山整備事業 

地域で進める里山集約化事業 

高度間伐技術者集団育成事業 

森林づくり推進支援金 

間伐材利用の環モデル事業 

みんなで支える森林づくり推進事業 

森林（もり）の里親促進事業 

地球温暖化防止吸収源対策推進事業 

ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄｼｽﾃﾑ構築事業 

木育推進事業 

【図２長野県森林づくり県民税活用事業の施策体系】 

み
ん
な
で
支
え
る
森
林
づ
く
り

全委員数 86 名、年間 3 回開催 
佐久 8 名 
上小 8 名 
諏訪 7 名 

上伊那 10 名 
南信州 10 名 

木曽 9 名 
松本 9 名 
大北 10 名 
長野 7 名 
北信 8 名 

連携委員数 11 名 
年間 3 回開催 

県民会議

地
域
会
議 森林税 

活用事業 
意見反映

 
意見反映 
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５ 森林税を財源とした既存施策の検証（評価・問題点） 
（１）手入れの遅れている里山での間伐の推進 

これまで森林整備が進まず、長い間放置されている集落周辺の里山において、集中

的な間伐を推進し、災害防止や集落水源の保全等の機能回復を図ることを目的として

実施している。 
 
「みんなで支える里山整備事業」では、集落周辺の里山の機能回復を重点的に進め

るため、集落をあげて間伐を面的に推進し、5 年間で 23,400 ヘクタール実施する。平

成 23 年度末までの 4 年間で、16,548 ヘクタールの間伐の実施見込みであり、今年度

末までの計画に対する進捗率は約 95%である。 
 
「地域で進める里山集約化事業」では、小規模個人有林が多く荒廃が進んでいる里

山の森林整備を進めるため、区・集落など地域が主体となり、集落周辺の里山整備計

画の樹立と森林所有者の同意を得る活動に対し支援し、5 年間で 14,000 ヘクタールの

集約化を実施する。平成 23 年度末では 11,100 ヘクタールの実施見込みであり、集約

化した林分は、全て間伐等が実施される予定である。 
 
「高度間伐技術者集団育成事業」では、集中的な間伐実施の中核的な担い手として、

それぞれの施業地に最適な間伐計画を立案し、作業路網や各種の高性能林業機械を組

み合わせて、効率的な間伐を行う「高度間伐技術者集団」の編成を支援するとともに、

効率的な間伐実践や施業集約化に係る普及啓発が行われた。 
具体的には、施業プランナーの育成では施業提案型による承諾書の取得実践（8事業

体・60 団地・1,880ha）、また、ＧＰＳ・ＧＩＳの導入等による施業提案型の体制整備

（7 事業体）の実施、林業機械総合オペレーターの育成では、低コストで長期使用可

能な作業道の開設（10 事業体・77,418ｍ）、高性能林業機械による搬出間伐の実施（10

事業体・494.8ha）、事業体職員全体を対象とした研修会の実施による広範囲な技術伝

達（5事業体）が行われた。 

 
 

《評価》 
これまで、長い間放置され、手入れの遅れている里山において集約化を進めるとと

もに、高度な技術を習得した人材による効率的かつ効果的な間伐が行われたことによ

り、下層植生が少しずつ回復し、森林の持つ多面的な機能により災害防止や集落水源

の保全等の機能回復が図られた。 
 

《問題点》 
手入れの遅れた里山の解消に努めるため、引き続き集約化と間伐が必要である。 
また、国の森林整備の制度変更に伴い事業実施が困難になった現場に対して、県独

自の施策として実施する必要がある。さらに、里山には天然生林も多く存在し、災害

防止や集落水源の保全等の機能回復を図るための面的な整備を行う場合は、天然生林

についても整備が必要である。この他に、各地域から野生鳥獣被害対策として森林整

備と一体的に行う緩衝帯整備の要望が多い状況にある。 
人材育成については、施業プランナーや林業機械総合オペレーターについては、目

標とする高度な間伐技術の人材育成に一定の成果が得られたことから、今後は、国の

施策等を活用し、木材の生産から利用まで含めた人材育成の施策で対応していくべき

と考える。 
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（２）地域固有の課題に対応した森林づくりの推進 
アクションプランを実現するためには、地域固有の課題に対応した森林づくり関連

施策を進めることが必要である。県が直接実施するよりも、効率的であることから各

市町村が行うきめ細かな取組を進めるとともに、市町村を越えて地域の関係者がつな

がり、間伐材を利用する仕組みづくりのモデル的な取組を展開している。 
 
「森林づくり推進支援金」では、アクションプランを実現するため、森林整備の推

進や間伐材の利用促進等の市町村や地域の取組を促進し、3 年間で森林整備の推進に

関する 307 事業、間伐材利用の促進に関する 74 事業、県民参加による森林づくりの

促進に関する 53 事業などが行われた。 
 
「間伐材利用の環モデル事業」では、健全な森林の育成に向けて、地域の課題とな

っている間伐材の利用を進めるため、地域の関係者が協力して取り組む間伐材利用の

ための新たな仕組みづくりを支援し、9 つの協定が締結された。 
 

《評価》 
 アクションプランを実行するためには、地域固有の課題に対応した森林づくりが

必要であることから、県が目指すべき森林づくりに市町村が連携することにより、

通常では対応出来ない森林づくりや木材利用が実施されたことは大きな成果であり、

森林所有者や木材を利用する県民の意識向上が図られた。 
また、森林整備と一体的に進めなければならない木材利用については、「地域で生

産された木材を地域で使う」仕組みを構築出来たことは、県産材利用の礎となった。 
 

《問題点》 
 里山を健全な状態で次世代に引き継ぐためには、森林所有者や地域住民が継続的

に里山に関心を持ち、里山の維持管理を進めていくことが重要である。 
そのためには、間伐実施後の里山において、森林を軸とした里山資源の利活用の

取組を幅広く支援する必要がある。 
 また、「間伐材利用の環モデル事業」で構築された地域材のモデル的な循環システ

ムを、関係者間でそのノウハウの共有や連携が必要であることから、県はモデル事

業を広く周知していくことが重要と考える。 
 

 
（３）県民や企業の森林づくりへの参加等の促進 

県民等の理解と参加・協力による森林づくりを進めていくため、森林づくりの必要

性や森林税の内容等について、広く県民の意識の醸成を図るとともに、「県民参加」に

よる森林づくりを推進している。 
また、森林整備や木質バイオマス利活用による CO2吸収・削減効果を評価・活用す

る仕組みを構築し、企業等による森林整備への参加を促進している。 
 
「みんなで支える森林づくり推進事業」では、県民に対し森林税の仕組みや事業内

容について周知を図るとともに、森林づくりに対する意識の醸成が図られた。 
具体的には、森林税を活用した事業内容や成果を報告する「みんなで支える森林づ

くりレポート」（毎年）の作成、各地に里山整備モデル団地の設定と看板の設置（353
箇所）、シンポジウムや森林づくりを体験するイベントの開催（43 回）など県民への

普及啓発が行われた。 
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また、県民の代表等による第 3 者機関である「みんなで支える森林づくり県民会議

及び地域会議」において、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を

実施するため、3 年間で延べ 99 回の会議が開催された。 
 
「森林（もり）の里親促進事業」では、森林保全活動に熱心な企業等と森林整備資

金や労働力が不足している地域を県が仲介し、企業等と地域の協働による森林づくり

や、企業と地域との交流が推進され、3 年間で 36 件の契約締結が行われた。これによ

り、里山を中心に 1,154 ha の森林が整備された。 

特に、企業の社員等が自ら森林整備を体験することにより、森林整備の意義や森林

の魅力を発見するなど、森林整備への理解が深まっている。さらに企業等と地域の交

流活動が発展し、地域の特産物を企業が販売の斡旋をするなど、地域の活性化に繋が

る取組が進められている。 

 

「地球温暖化防止吸収源対策推進事業」では、多くの企業等の参画による森林整備

を推進するため、「森林（もり）の里親促進事業」の企業等による森林整備（間伐）へ

の取組を評価する森林 CO2吸収・評価・認証制度が創設された。これまでの３年間で

認証した CO2吸収量は、3,885.4t－CO2／年で、自家用乗用車約 1,700 台の年間排出

量となる。（自家用乗用車１台あたりの CO2排出量は平均 2.30 t－CO2／年） 

 

「カーボンオフセットシステム構築事業」では、ペレットストーブ及び薪ストーブ

を利用したカーボンオフセットの仕組みを全国に先駆けて構築し、ペレット等の森林

資源の有効活用を通じ、健全な森林づくりを推進した。また、シンポジウムを４回開

催し、計 1,500 名程の参加を得て木質バイオマスの普及啓発が行われた。 

 

「木育推進事業」では、3 年間に 72 の木育活動に支援し、地域材を利用した施設・

設備等の整備や学習機会の提供等の活動が推進され、県産材の良さや森林の大切さ、

森林整備の必要性等の普及啓発が行われた。 

 
 

《評価》 
みんなで支える森林づくり県民会議及び地域会議の開催により、事業の透明性が

確保され、県民ニーズの把握や効率的かつ効果的な森林税活用事業の推進が図られ

た。 
また、森林税の活用状況を県民に周知するため、広く様々な方法で情報発信した

結果、森林税の認知度は、県民の約 8 割となった。 
 更に、県民や企業が参加する森林づくりや木材利用の機会が増え、森林づくりや

木材利用の大切さが広く周知され森林税の理解が進んだ。 
 

《問題点》 
 森林税の認知度の詳細を見ると具体的な森林税の使途については、約 7 割の県民

が知らない状況にあり、効率的かつ効果的な普及啓発を行うため、市町村等が行う

地域単位での事業や木育推進事業などを活用し、より住民に身近なところから情報
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発信していく必要がある。また、森林税を活用した事業主体が自ら普及啓発するこ

とも必要である。 
 なお、「カーボンオフセットシステム構築事業」により、ペレットストーブ等のユ

ーザーへ木材の使用量に応じた還元システムが構築され、当初の目的は達成された

ことから、今後は、このシステムを広く普及していくことが必要である。 
 
 
 
（４）総括 

以上のとおり、これまでの森林税の効果検証を行った結果、手入れの遅れている里山

の森林整備が促進されるなど、森林税を導入したことにより、大きな成果があったもの

と認められる。 

一方で、この効果検証により、引き続き継続する必要のある課題や残された課題が明

確になってきているため、次の視点で再構築するべきと考える。 
 
 

《評価》 

喫緊の課題である手入れの遅れた里山の間伐を集中的に実施するため、森林税を活

用して森林づくりに特化した施策が展開されている。特に、今まで他の事業では解決

出来なかった里山での間伐の推進や、県と市町村が連携による、きめ細かな森林づく

りが推進されたことは大きな成果である。 

また、木材利用については、条例の基本方針にある森林整備と一体的に進めなけれ

ばならないため、森林税活用事業により取り組んだ「地域の木材を地域で使う仕組み

づくり」の構築などの成果は評価に値する。 

 

《問題点》 

〇継続する必要のある課題 

・手入れの遅れた里山の解消は喫緊の課題であり、引き続き集約化を行い、間伐を実施

する必要がある。 

・アクションプランの計画を着実に進めていくためには、地域の特性等に対応するきめ

細かな森林づくりが必要である。 

・多くの県民や企業等の参加を得て森林づくりを進めていくためには、森林づくりの必

要性、森林税の仕組み、活用事業の内容等について、更に周知を図る必要がある。 

 

〇新たに対応が必要な課題 

・森林整備と木材利用は一体的に進めなければならない課題であり、大規模な公共施設

は、国の施策により木造化等が推進される一方で、県民に身近で小規模な施設の木質化

等は、国の施策では対応が困難な状況にあるため、県民が木に触れ合う空間づくりが必

要である。 
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・森林づくりを進める上で里山における野生鳥獣による森林被害（食害、樹皮の剥離等）

は、深刻な問題となっており、森林の多面的な機能を発揮させるため、野生鳥獣被害対

策が必要である。 

 

〇見直す視点 

・里山には、人工林だけで無く災害防止等の観点から手入れの必要な天然生林があり、

その対応が必要であること。 

また、国の森林整備事業の制度変更に左右されない、計画的な里山での間伐を推進す

るため、森林税事業単独による実施が必要である。 

・集約化においては、面積当たりでの補助体系を見直し、実態に即した支援方法を検討

する必要がある。 

・人材育成については、目標とする技術者の育成が計画どおり実施したことから、次の

ステップである木材の安定供給を図るため、各事業体間の連携強化や木材利用まで発展

した技術の習得を進めていく必要がある。 

・モデル的に地域材を地域で使う仕組みづくりが出来たことから、他の地域へ普及する

ことが必要である。 

・森林税の普及啓発は、出来るだけ投資効果が高い方法を検討するとともに、費用をか

けなくても出来る普及啓発方法についても検討する必要がある。 

・ペレットストーブ及び薪ストーブを利用したカーボンオフセットの仕組みづくりとい

う初期の目的が達成された。今後は、普及啓発を行う必要がある。 
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＜参考＞ 
 

① 課税方式（県民税均等割超過課税方式） 
森林づくりのための費用負担の方法については、導入前に様々な手法が比較検討さ

れ、一定規模の財源が継続的・安定的に確保され、県民全体で広く公平に負担いただ

く課税方式が適当であるとの結論に至り、現在の県民税均等割超過課税方式を採用し、

その根拠は、以下のとおり。 
 
県民税均等割は、広く県民（個人と法人）に課税され、「地域社会の費用を広く県民

が負担する」という性格を有しており、均等割を超過課税する方法は、「森林づくりの

ために必要な費用を県民が等しく負担する」という趣旨に合致するものである。 
また、県民税均等割の超過課税方式は、新たに法定外税を創設するよりも、現行の

課税及び納税の仕組みを活用することができるため、行政コストの面からも優れてい

る。さらに県民税均等割は、低所得者等への配慮もされているので、導入時に最も妥

当な課税方式と考えられる。 
  ただし、県民税均等割超過課税方式は、使途が限定されない普通税であり、そのま

までは徴収した税収が他の普通税と区分されないことから、長野県森林づくり県民税

活用事業のための財源に充てることを明確にするために「長野県森林づくり県民税基

金」（以下「基金」と言う。）を設け、その基金に税収や寄付金等を積み立てている。 
  現在も導入時と課税方法を取り巻く情勢の変化はない。 
 

② 税率 

（ア）個人県民税均等割：超過税率年額500円（標準税率1,000 円に上乗せ） 

（イ）法人県民税均等割：超過税率均等割の5％相当額 

資本金等の金額による区分 
標準税率 

(年額) 
超過税率 
（年額） 

下記以外の法人 

（均等割非課税法人除く） 
20,000 円 1,000 円 

1 千万円超～ 1 億円以下 50,000 円 2,500 円 

1 億円超～10 億円以下 130,000 円 6,500 円 

10 億円超～50 億円以下 540,000 円 27,000 円 

50 億円超        800,000 円 40,000 円 

 
③ 税収額 

 区 分 個 人 法 人 計 

年間（平年度） 約 5億 4千万円 約 1億 4千万円 約 6億 8千万円 

 
④ 課税期間 
課税期間は、個人及び法人については、以下のとおり、平成 20 年 4 月 1 日から５年

間とし、新たな取組の効果や社会経済状況、本県の財政状況等を見極めながら、５年

後に制度の見直すこととなっている。 
【個人】平成 20 年度分から平成 24 年度分まで 
【法人】平成 20 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度分 
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６ 残された課題 

（１）基本的な考え方 

  現行の森林税を活用した事業の実施により、里山の整備は着実に成果を挙げている。 

しかしながら、整備すべき里山林は、まだ多く存在しているため、引き続き、人工

林の間伐と同時に天然生林の一体的整備が必要である。 

  さらに、国の森林・林業再生プランの策定に伴い、林業が生業として成立する方向

性が打ち出されているが、本県には、その施策に対応出来ない小規模な森林の山林所

有者も多く存在している。地域が主体となった協同体制を構築する必要があり、適地

適木を基本とした多様な樹種や多様な林齢で構成される長野県らしい森林づくりを推

進するために、現行制度を見直したうえで引き続き森林税を活用していくことが必要

と考える。 

その際、新たな課題として、木材利用を推進するための施策や農山村で大きな問題

となっている野生鳥獣による被害対策に向けた取組も検討するべきである。 

 

【森林税活用事業による対応を検討すべき課題】 

・里山おける人工林の間伐とそれと一体的に展開を図る天然生林の整備 

・間伐等の森林整備を加速するための県産材の利用促進 

・健全な森林づくりや農山村の維持に必要な野生鳥獣被害対策 

・人と森林の関係を再構築するための里山の利活用 

 

 

（２）県民意見 

  平成 23 年 9 月に、県民・企業・市町村・市町村議会に対して、森林税に対するアン

ケート調査を県が実施したが、約 8 割の県民及び企業が森林税の継続に賛成する結果と

なった。その回答として「里山における間伐」が最も多く、次いで「林業技術者の育成」、

「木材利用の促進」、「市町村独自の森林づくりへの支援」が多かった。 

  今後の必要な取組に対する問いでは、「木材の利用拡大」、「作業道や林業機械の基盤

整備」、「野生動物等による森林被害対策」が多い結果となった。 

  また、県内 10 地域に設置した地域会議の意見では、全てが継続に賛成し、さらに市

長会及び町村会並びに林業関係団体等も強く継続を要望している状況にある。 

 

【検討結果】 

県民や企業の 8 割が継続に賛成していることや行政関係及び林業関係団体等からも森

林税を継続する要望が多く出されていることを踏まえるならば「森林づくりの大切さ」

を理解しており、県が進める森林づくりに大いに期待している。 
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（３）今後、対応を検討すべき課題 

これまでの県民会議の議論と地域会議での意見を踏まえ、今後に向けた検討課題を次

のとおりまとめたので、今後の検討の参考とされたい。 

 

①里山における森林整備の推進（これまでの取組の継続・拡充） 

 里山には零細で分散する人工林がまだ多く存在することから引き続き里山の間伐を

継続するとともに、その人工林と一体的な手入れの遅れた天然生林（放置された薪炭

林等）の整備を追加して、面的な整備により森林の持つ多面的な機能を発揮させるこ

とが必要である。また、現行の森林税期間中に国の制度変更が行われ現場において大

きな混乱が生じた。国の目指す生業となる林業の再生に加え、森林税期間中の制度変

更が無いように森林税単独事業とし、森林所有者や地域ぐるみで行う長野県らしい森

林づくりを推進することが望ましい。 

集約化については、零細で分散した里山の集約化も必要であることから集約化の労

力にあった助成にすることが必要である。 

 

【具体的な対応課題】 

■みんなで支える里山整備事業の拡充 

■地域で進める里山集約化事業の見直し 

 

 

 

②木材利用の推進（新たな課題） 
  循環型資源である木材利用の推進は、健全な森林づくりに貢献することから、「間伐

材利用の環モデル事業」の成果である地域材を循環させる取組を他の地域へ普及する

ことや発展した取組が必要である。 
また、二酸化炭素を固定している環境貢献度を適正に評価し、県民に普及啓発する

ことが重要であるが、県民が日常生活の中で木に親しむ機会としては用途が限られて

いるため、こうした状況を背景に、「木材が二酸化炭素を固定する機能＝都市部等にお

ける「第２の森」の造成」という観点で、公共施設等への木材利用を推進するための

施策が必要である。 
   

【具体的な対応課題】 

■国の制度の対象とならない分野（小規模の内装木質化、学童用机・いす、公園等の

外構施設等）の県産材を利活用 
■間伐材利用の環モデル事業の見直し 
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③野生鳥獣被害対策（新たな課題） 

 山村における野生鳥獣による被害が深刻化しており、森林づくりに大きな影響が出

ているとともに、県民生活を脅かしていることから、県が実施する広域的な対策と市

町村による地域の実情に即した小規模な対策を緊急に講ずる必要がある。 

 

【具体的な対応課題】 

■野生鳥獣被害対策の新設 

 

 

④森林資源の有効活用（これまでの取組の拡充） 
里山に人が住み続けて、人と森林の関係を再構築することが、荒廃した森林の再生

や山村地域の活性化につながることから、森林を軸とした里山の利活用の取組を幅広

く支援する必要がある。 
具体的には、森林整備後に産学官の連携による技術を活用し、管理歩道の整備、集

落単位の防災活動、野生鳥獣や森林病害虫を含む災害対応、都市部住民との交流活動

などの地域単位の取組への支援が必要である。 
 

【具体的な対応課題】 

■森林づくり推進支援金の拡充 

 

 

⑤広報等の普及啓発の推進（広報活動等の拡充） 

  森林税活用事業そのものが普及啓発となるよう最小限の経費で最大の効果を発揮す

る広報を検討し、森林税の目的である森林づくりに基金が活用されるよう取り組む必

要がある。 

  また、大人から子供まで木に触れる「木育活動」や、企業参加による森林づくりの

ための「森林の里親」制度の推進を継続する必要がある。 

 

【具体的な対応課題】 

■みんなで支える森林づくり推進事業の拡充 

■森林（もり）の里親促進事業の継続 

■木育推進事業の見直し 

   

12



 
 

現在の森林税活用事業と今後の検討課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の検討課題 現在の森林税活用事業 

①手入れの遅れている

里山での間伐の推進 
 
■里山の間伐 
■里山の集約化 
■人材育成 

②地域固有の課題に対

応した森林づくりの推

進 
 
■きめ細かな森林づくり

■間伐材利用の仕組みづ

くり 

③県民や企業の森林づ

くりへの参加等の促進

 
■森林税の普及啓発 
■森林の里親 
■CO2 吸収量の評価・認

証 
■木育推進 

み
ん
な
で
支
え
る
森
林
づ
く
り 

①手入れの遅れている

里山での間伐の推進 
 
■里山の間伐 
■里山の集約化 
 

②地域固有の課題に対

応した森林づくりの推

進 
 
■きめ細かな森林づくり 
 

③県民や企業の森林づ

くりへの参加等の促進 
 
■森林税の普及啓発 
■森林の里親 
■木育推進 
 

④新たな課題に対応し

た木材利用の推進や野

生鳥獣被害対策 
 
■木材利用の推進 
■野生鳥獣被害対策 
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（４）参考意見 

平成 25 年度以降の森林税の課税方法、税額、課税期間等の税制については、平成

23 年７月に県に設置された長野県地方税制研究会で議論されることとなっている。 

これまで、県民会議及び地域会議では、森林税が導入された平成 20 年度から、事

業の実施状況、成果、課題等について、詳細な検証を実施してきた経過があり、今後

の森林税のあり方について、下記のとおり県民会議としての意見をまとめたので、今

後の参考としていただければと考える。 

 

○ 課税方法及び管理方法等 

  森林税の課税方式については、現行の「県民税均等割の超過課税方式」が持つ応益

的な性格は、森林税導入の趣旨に合致していることや徴収コストも優れており、さら

に、県民の一定の理解も得られていることから「県民税均等割の超過課税方式」が適

当と考える。運用方法については、森林税の使途を明確にするために税収を「長野県

森林づくり県民税基金」に積み立てることが適当と考える。 

 

○ 税率及び税収額 
  既存事業の見直しを行った上で、引き続き森林づくりを推進することの他、喫緊に

対応すべき新たな課題（積極的な木材利用や野生鳥獣被害対策）を追加することから、

現行と同程度以上の財源は必要であると考える。 
 

○ 課税期間 

  木の生長から森林づくりを考えると 5 年間では短すぎるため、10 年以上の期間でも

問題無いと思われるが、変動の激しい社会情勢の変化等を考えると 5 年間で見直すこ

とが適当であると考える。 

 

○ 効果検証体制 
事業の透明性を確保するとともに、県民ニーズの把握や効率的かつ効果的な森林税

活用事業を推進するためには、一般県民、企業、林業関係者及び行政関係者等で組織

する第三者機関が必要であると考える。 
 

 
  

14



 
 

 
 
 

 
個別検討資料 
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税収に対して執行額が少なく、基金残高額があるのは、当初の 5 カ年計画に基づき、年々

間伐量が増加（H20：2,000ha～H24：6,000ha）するため、計画的に翌年度の間伐量に

対応する基金残高額となっている。 

（金額単位：千円）

H２０ H２１ H２２ 計

個人 500,255 548,569 531,325 1,580,149

法人 9,957 124,206 129,274 263,437

計 510,212 672,775 660,599 1,843,586

3,187 2,715 2,190 8,092

513,399 675,490 662,789 1,851,678

実績 1,761ha 3,341ha 5,446ha 10,548ha

計画 2,000ha 4,000ha 5,400ha 11,400ha

198,063 396,233 556,560 1,150,856

実績 2,500ha 2,500ha 3,500ha 8,500ha

計画 2,000ha 2,000ha 3,000ha 7,000ha

37,500 37,500 52,500 127,500

5,528 5,700 6,000 17,228

Ｂ 241,091 439,433 615,060 1,295,584

99,991 130,000 130,000 359,991

2,000 2,500 4,500

Ｃ 99,991 132,000 132,500 364,491

16,209 9,940 5,667 31,816

778 1,049 870 2,697

394 207 189 790

1,409 738 773 2,920

6,350 9,001 9,107 24,458

Ｄ 25,140 20,935 16,606 62,681

366,222 592,368 764,166 1,722,756

9,818 9,818

376,040 592,368 764,166 1,732,574

137,359 220,481 119,104 -

　県民や企業の森林づくり
　への参加等の促進

計（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＝Ｅ）

合計（Ｅ＋Ｆ＝Ｇ）

基金残高額（Ａ－Ｇ）

電算改修業務（税務課執行分）　　Ｆ

3

みんなで支える森林づくり推進事業

森林（もり）の里親促進事業

地球温暖化防止吸収源対策推進事業

カーボンオフセットシステム構築事業

木育推進事業

税収額

　地域固有の課題に対応
　した森林づくりの推進

区 分

税収及び寄付金等額　　　Ａ

1

みんなで支える里山整備事業

地域で進める里山集約化事業

高度間伐技術者集団育成事業

　手入れの遅れている
　里山での間伐の推進

2
森林づくり推進支援金

間伐材利用の環モデル事業

寄付金等額

【表１ 3 年間の森林税活用事業の計画及び実績】 

16



 
 

みんなで支える里山整備事業 
 

森林づくり推進課造林緑化係 

 
１ 事業目的 

  これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山の機能回復を重点的に進めるため、長野

県森林づくり県民税による財源を活用し、集落をあげて間伐を面的に推進します。 
 
 
２ 事業内容 

項目 H20 H21 H22 計 

間伐計画面積(ha) 2,000 4,000 5,400 11,400

間伐実施面積(ha) 1,761 3,341 5,446 10,548

実施率(%) 88 84 101 93

実施市町村数 68 72 75 －

執行額(千円) 
（うち県民税額） 

404,269
(198,063)

831,344
(396,233)

1,218,043 
(556,560) 

2,453,656
(1,150,856)

 ※ 実施市町村数は、平成２２年度末の市町村として計上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 主な成果 

  ・里山の森林整備（間伐）が１万 ha 以上実施できました。 
  ・地域の森林整備に対する関心が高まりました。 
  ・実施後のＰＲにより、森林整備の必要性が更に普及しました。 
 
 
４ 課題 

  ・H20、21 年度は、防災上や景観上の配慮から、間伐した木を森林内で整理する作業な

どを多くの箇所で実施した結果、補助単価が上がり計画した面積を実施することが出来

ませんでした。  

諏訪湖 

諏訪湖面積の８倍 

0

20

40

60

80

100

120

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H20 H21 H22

間伐実施面積(ha)

実施率(%)

％ ha 
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地域で進める里山集約化事業 
 

信州の振興課経営普及係 

 

１ 事業目的 

小規模個人有林が多く荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区・集落など

地域が主体となり、集落周辺の里山整備計画の樹立と森林所有者の同意を得る活動に対

し支援します。 
 
２ 事業内容 

項目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計 

集約化面積 2,500ha 2,500ha 3,500ha 8,500ha 

同意者数 3,056 人 3,634 人 5,013 人 11,703 人 

実施主体数 51 団体 53 団体 64 団体 168 団体 

実

施

主

体

内

訳 

自治会等 28 団体(55%) 34 団体(64%) 43 団体(66％) 105 団体(62%) 

生産森組 2 団体(4%) － 1 団体(2%) 3 団体(2%) 

森林組合 15 団体(29%) 15 団体(28%) 15 団体(23％) 45 団体(27％) 

林業事業体 2(団体 4%) １団体(2%) 2 団体(3%) 5 団体(3%) 

NPO 法人 4 団体(8%) 3 団体(6%) 3 団体(6%) 10 団体(6%) 

内訳のうち（ ）内は実施主体に占める割合 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な成果 

  ・集約化した 8,500ha の内、平成 22 年度末で 7,584ha の間伐等が実施されました。 
  ・自治会等(地域協議会・整備委員会等)の地域住民が主導し、周辺の里山整備を進めるケ

ースが年々増加し、地域の問題として、森林整備の必要性等が周知されてきました。 
  ・集約化を行い、森林整備を行った里山で、地域協働の特用林産栽培等の新たな活用が

始まりました。 
 

４ 課題 

  ・不在地主の所在確認が、個人情報保護条例等により困難な場合が多いです。 
・自己所有林の所在場所が分からない所有者が多いです。 

集約化実施主体の割合（3年間の合計）

自治会等
62%生産森組

2%

森林組合
27%

林業事業体
3%

NPO法人
6%

自治会等

生産森組

森林組合

林業事業体

NPO法人
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高度間伐技術者集団育成事業 
 

信州の木振興課経営普及係 

 
１ 事業目的 

  森林づくり県民税活用事業による集中的な間伐実施の中核的な担い手として、それぞれ

の施業地に最適な間伐計画を立案し、作業路網や各種の高性能林業機械を組み合わせて、

効率的な間伐を行う「高度間伐技術者集団」の編成を支援するとともに、効率的な間伐実

践や施業集約化に係る普及啓発を行います。 

 
 
２ 事業内容 

  

事業実施 
事業体数 

(Ｈ20～Ｈ22) 

事業完了 
及び育成数 
(Ｈ20～Ｈ22) 

Ｈ23 実施予定数

２１事業体 １３事業体 
９事業体 
（新規１） 

実  

施  

内  

訳 

施業ﾌﾟﾗﾝナーの育成 １４事業体 ４５名 ４事業体 

林業機械総合ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

の育成 
２０事業体 ２４班 ９事業体 

普及啓発 ６事業体 ５事業体 １事業体 

補助金(千円) 16,461 2,700 

  ※補助金は県森連実施分を含まない 
 

 

３ 主な成果 

（１）施業プランナーの育成 

  ①施業提案型による承諾書の取得実践  8 事業体 60 団地  1,880ha 

  ②ＧＰＳ・ＧＩＳの導入等による施業提案型の体制整備 7 事業体 

（２）林業機械総合オペレーターの育成 

  ①低コストで長期使用可能な作業道の開設 10 事業体 77,418ｍ 

  ②上記作業道を利用した高性能林業機械による搬出間伐の実施 10 事業体 494.8ha 

（３）普及啓発 

  ①事業体職員全体を対象とした研修会の実施による広範囲な技術伝達 5 事業体 

 

 

４ 課題 

  ・事業体全体（職員一人一人）への技術伝達及び意識改革が必要です。 

  ・ＧＰＳ・ＧＩＳの更なる活用技術の習得が必要です。 
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森林づくり推進支援金 
 

森林政策課企画係 

 
１ 事業目的 

  地域固有の課題に対応した、森林整備の推進や間伐材の利用促進等を行うための市町村

の取組を支援します。 
 
 
２ 事業内容 

項目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計 

森林整備 
82,296 千円 106,448 千円 105,463 千円 294,207 千円

103 事業 109 事業 95 事業 307 事業

木材利用 
9,477 千円 15,519 千円 16,971 千円 41,967 千円

21 事業 26 事業 27 事業 74 事業

県民参加 
6,315 千円 8,033 千円 7,566 千円 21,914 千円

15 事業 21 事業 17 事業 53 事業

特認事業 
1,903 千円

－ －
1,903 千円

9 事業 9 事業

計 
99,991 千円 130,000 千円 130,000 千円 359,991 千円

148 事業 156 事業 139 事業 443 事業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 主な成果 

  ・細やかな市町村や地域の要望に対応出来ました。 
 
   
４ 課題 

・各市町村からの増額に対する要望が高いです。 

・少額であるため、規模の大きな課題に対応出来ない場合があります。 

・大きい市などは、様々な事業要望があり事業選定に苦慮しています。 

森林整備

82%

木材利用

12%

県民参加

6%
特認事業

0%
森林整備 

・独自の嵩上補助の新設や拡充 
・鳥獣被害対策（緩衝帯整備等） 
・森林病虫害対策（松くい虫対策等） 
・独自の森林整備の取組 
・独自の条件整備（集約化等）の取組 
木材利用 

・間伐材利活用の取組 
・木質バイオマス利活用の取組 
・間伐材搬出促進の取組 
県民参加 

・森林づくり活動の支援 
・森林環境教育の取組 
特認事業 

・税導入に伴う普及啓発活動 
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間伐材利用の環モデル事業 
県産材利用推進室 

１ 事業目的 

  健全な森林の育成に向けて、地域の課題となっている間伐材の利用を進めるため、地域

の関係者が協力して取り組む間伐材利用のための新たな仕組みづくりを支援します。 
 
２ 事業内容 

間伐材利用の協定の型 事  業  内  容 

間伐材加工型【三者協定】 
採択基準：1 協定 20ha かつ 1,000m3/年以上

間伐材の安定的な供給、安定的な利用のため

に協定を締結します。 

間伐材製品利用型【四者協定】 
採択基準：1 協定 4ha かつ 200m3/年以上 

間伐材の安定的な供給、安定的な利用の協定

に工務店を加えることによって、住宅が建設

されるなどの間伐材の利用状況がわかる、目

に見える形の協定を締結します。 

 
四者協定イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な成果 

協定の締結により、計画的で確実な間伐材の供給及び利用が図られました。 

 間伐材利用の環モデル協定一覧表 

 

締結年 事業主体 森林所有者 間伐材生産者 間伐材利用者 間伐材消費者
協定面積

(ha)
協定材積
(m3/年)

H21 南佐久北部森林組合 南佐久北部森林組合 南佐久北部森林組合 ㈱青木屋 100 1,000

H21 飯伊森林組合 飯伊森林組合 飯伊森林組合

小澤木材㈱、伊賀良木材㈱
上郷木材㈱、㈲丸総製材所
㈱ウッドアンドアース
㈱林材木店、旦開木材㈱

132 1,547

H21 木曽森林組合 木曽森林組合
㈱勝野木材
木曽土建工業㈱ 130 1,000

H21 長野森林組合 長野森林組合 長野森林組合

伊藤木材（株）、㈲丸山材木店
長野森林組合、岳ログクラフト㈱
ダイシン王子木材緑化㈱
富山工業㈱、美麻チップセンター

162 1,000

計 524 4,547

H22 南佐久南部森林組合
南佐久南部森林組合
大深山林野保護組合

南佐久南部森林組合
(協)上小林材
丸菱木材㈱ 400 1,100

H22 信州上小森林組合 信州上小森林組合 信州上小森林組合
佐久チップ産業㈲、㈱コバリン
王子緑化㈱、(協)上小林材
丸菱木材㈱

725 5,000

H22 上伊那森林組合

上伊那森林組合
小野山林組合
平出山生産森林組合
樋口山生産森林組合

上伊那森林組合
菅沼木材㈱
都築木材㈱
㈲南井産業

㈱ﾌｫﾚｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 38 226

H22 征矢野建材㈱
松本広域森林組合
信州上小森林組合
上伊那森林組合

松本広域森林組合
信州上小森林組合
上伊那森林組合

征矢野建材㈱
㈱レインボー 118 914

H22
特定非営利法人北信
州の森林と家をつなぐ
会

北信州森林組合 北信州森林組合 瑞穂木材㈱
㈲山三、㈲小林工務店
㈲蟻川建設、㈱杉野建築店
北信州の森林と家をつなぐ会

34 252

計 1,315 7,492
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みんなで支える森林づくり推進事業 
 

森林政策課企画係 
 
１ 事業目的 

  県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るととも

に、森林づくりに対する意識の醸成を図ります。また、県民会議や地域会議を設置し、地

域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施します。 
 
 
２ 事業内容 

項目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計 

レポート － 
5,500 部 

468 千円 
HP に掲載 

5,500 部 

468 千円 

モデル団地設置 11 箇所 随時設置 随時設置 11 箇所以上 

リーフレット 
９７万部 

3,000 千円 
－ 

28,000 部 

230 千円 

998 千部 

3,230 千円 

チラシ 
約 109 万部 

1,461 千円 
－ － 

約 109 万部 

1,461 千円 

ＴＶＣＭ － 
15 秒 40 回 

367 千円 

30 秒 20 回 

525 千円 

60 回 

892 千円 

県民参加イベン

ト等 

23 箇所 

1,219 千円 

10 箇所 

104 千円 

10 箇所 

1,521 千円 

43 箇所 

2,844 千円 

看板設置等 
174 箇所 

6,530 千円 

179 箇所 

4,736 千円 
－ 

353 箇所 

11,266 千円 

県民・地域会議 
3・34 回 

3,999 千円 

3・29 回 

4,265 千円 

3・27 回 

3,391 千円 

9・90 回 

11,655 千円 

計 16,209 千円 9,940 千円 5,667 千円 31,816 千円 

 
 
３ 主な成果 

 ・県民参加イベント等では、３年間で約２万人に普及啓発しました。 
 ・TVCM を放映し、約 920 万人が視聴しました。 
 ・HP の閲覧数が年々増加し、累計閲覧数が約 46 万アクセスになりました。 
 ・県民会議等において、森林づくり県民税の活用方法の検証し、適正な執行を行いました。 
 ・森林づくり県民税の活用場所を目視化するため、地図を作成しました。 
 ・モデル団地への横断幕の設置と見学会の開催を県内全域で実施しました。 
 
 
４ 課題 

 ・県政世論調査により、女性や若年層の森林づくり県民税の認知度が低いです。 
 ・森林づくり県民税活用事業の実績の周知に努めたが関心のない人への伝達が難しいです。 
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森林（もり）の里親促進事業 

 

信州の木振興課経営普及係 

１ 事業目的 

  森林保全活動に熱心な企業等と森林整備資金や労働力が不足している地域を長野県が仲

介し、企業等と地域の協働による森林づくりや、企業と地域との交流による地域の活性化

を推進します。 

 

２ 事業内容と実績 

 項 目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計 

内

容 

パンフレット配布等 2,000 部 2,000 部 2,000 部 6,000 部 

研修会等の開催 

（ｲﾍﾞﾝﾄ展示説明含む） 

ｲﾍﾞﾝﾄ出展（東京）

ほか 2回 

ｲﾍﾞﾝﾄ出展（東京）

ほか 2回 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催 

（東京）ほか 3 回 
10 回 

企業等への営業活動 197 社 194 社 161 社 552 社 

事業費 778 千円 1,049 千円 870 千円 2,697 千円 

実

績 

新規契約締結数 12 件 13 件 11 件 36 件 

年間支援金額 23,440 千円 51,966 千円 40,227 千円 115,633 千円 

支援による森林整備面積 336 ha 427 ha 391 ha 1,154 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な成果 

・企業等の支援により、里山を中心に 1,154 ha の森林が整備されました。 

・企業の社員等が自ら森林整備を実践することにより、森林整備の意義や森林の魅力を発

見するなど、森林整備推進の理解者となった。 

・企業等と地域との交流活動が発展し、地域の特産物を企業が販売の斡旋をするなど、様々

な地域の活性化に繋がった。 

・企業の新入社員研修の場として、森林を活用するほか地域の交流施設等が活用された。 

 

４ 課題 

 ・多様な企業ニーズに対応するため、受入候補地の確保等を図っていく必要があります。 

・受入側の地域が森林整備や交流活動の企画・実施できる体制を整備する必要があるため、

地域の中にリーダーとなる人材を養成していく必要があります。  

契約件数（累計）

1
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地球温暖化防止吸収源対策推進事業 
 

森林づくり推進課造林緑化係 

 
１ 事業目的 

近年、地球温暖化防止対策等の環境問題を契機として、民間企業の森林整備への参加等

の社会貢献意欲が高まりを見せています。 

このような中で、「森林（もり）の里親促進事業」にご協力いただいている環境先進企業

等による森林整備（間伐）への取り組みを、CO2 吸収量で評価・認証（ＣＳＲ活動を数値

化）することにより、更に多くの企業等の皆様の参画による森林整備の推進を図るため、

森林 CO2吸収・評価・認証制度を創設しました。 
 
 
２ 事業内容 

項 目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計 

制  度 制度設計・制定 制度施行 複数年認証開始 ― 

森林 CO２評価認証

委員会の開催状況
４回 ３回 ３回 10 回 

評価・認証状況 
試行認証 

４件（８者） 
９件（13 者） 11 件（15 者） 24 件（36 者）

 森林 CO２ 

吸収認証量 

367.0 

 t- CO２/年 

1,139.4 

t- CO２/年 

2,379.0 

t- CO２/年 

3,885.4  

t- CO２/年 

事業費 394 千円 207 千円 189 千円 790 千円 

 
 
３ 主な成果 

  ・３年間で 3,885.4 t- CO２/年の二酸化炭素吸収量を評価・認証しました。 
  ・３年間の CO２に相当する吸収量は、自家用乗用車約 1,700 台です。（自家用乗用車１

台あたりの CO２排出量は平均 2.30ｔ/年） 
  
 

 

 

 

 

４ 課題 

・広葉樹を含めた二段林等の多様な森林の CO２吸収量の評価方法の検討が必要です。 
・国におけるオフセット・クレジット制度（J-VER制度）との連携について検討が必要で

す。 
・より多くの企業等の皆様に制度を活用いただくために、新規の「森林（もり）の里親」

契約企業等へのＰＲが必要です。 
  

CO2排出量 
平均 2.30t/年 ×1,700 台 
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カーボンオフセットシステム構築事業 
          

県産材利用推進室 

 

１ 事業目的 

ペレットや薪の木質バイオマスを利用してＣＯ２の削減を実現し、木質バイオマス利用

者を支援する仕組みをつくることにより、地球温暖化防止を実現させ、同時に、ペレット

生産等の森林資源の有効活用を通じ、健全な森林づくりを推進します。 

 

 

２ 事業内容 

（単位：千円） 

事業区分 内容 H20 H21 H22 合計 

市場調査 

・薪販売店調査 

・薪ｽﾄｰﾌﾞ発熱量調査 

・ﾍﾟﾚｯﾄ熱量調査 

997 ― ― 997

制度確立 ・ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ検討委員会 412 615 332 1,359

制度施行 
・ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞｼｽﾃﾑの試行

・薪ｽﾄｰﾌﾞｼｽﾃﾑの試行 
0 31 138 169

普及啓発 
・パンフレットの印刷 

・シンポジウムの開催 
― 92 303 395

合 計  1,409 738 773 2,920

  ※金額は、森林づくり県民税を活用した事業費 

 

 

３ 主な成果 

  ・ペレットストーブ及び薪ストーブを利用したカーボンオフセットの仕組みを全国に先

駆けて構築しました。 

  ・ペレットストーブシステムに関しては、ペレットストーブ利用者に１トン-CO2 あたり

2,000 円程度を還元しました。 

  ・シンポジウムを計４回開催し、約 1,500 名に木質バイオマスの普及啓発しました。 

  ・テレビ番組「エコロジー最前線」「ゆうがた GET」や有線放送を通じた普及啓発しまし

た。 

  ・新潟県、福島県にて当システムを利用したプロジェクトが始動しました。 

 

 

４ 課題 

・カーボンオフセットの認知度を高めるため、さらなる普及啓発が必要です。 
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木 育 推 進 事 業 
 

県産材利用推進室 

 

１ 事業目的 

  県産材等を利用して、多くの県民が木や森林について学ぶ活動を「木育」として推進す

るため、木育活動の支援や木育推進員の派遣、普及啓発を行い、県産材の利用推進や健全

な森林の育成に対する意識の高揚を図るとともに、地域に根差した心豊かな県民性の醸成

を推進しています。 

 
２ 事業内容 

項 目 事 業 内 容 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 合 計 

県域活動支

援 
県内小中学生を対象とした手づ

くり木育コンテストの開催支援
1 件

700 千円

1 件
700 千円

1 件 
700 千円  

3 件
2,100 千円 

地域活動支

援 
地域における木育活動への支援

10 件
2,500 千円

8 件
2,500 千円

10 件 
2,500 千円 

28 件
7,500 千円

資材等譲与

支援 
内装木質化の材料となる県産材

の資材の譲与 
10 件

2,651 千円

5 件
1,993 千円

7 件 
1,987 千円 

22 件
6,631 千円

里山資源活

用支援 
身近な森林等からの材を活用し

た木育活動への支援 ― 11 件
3,000 千円

8 件 
2,996 千円 

19 件
5,996 千円

木育推進員

の派遣 

森林や木の知識を有する者を、

各地域で行われる木育推進活動

への派遣 

96 h
254 千円

 144 ｈ
446 千円

148 h 
414 千円 

388 h
1,114 千円

木育手引書

の作成 
木育推進活動の成果を集約した

手引書の作成 
1,500 冊
245 千円

1,500 冊
362 千円

1,300 冊 
510 千円 

4,300 冊
1,117 千円

計  6,350 千円 9,001 千円 9,107 千円 24,458 千

円

 
３ 主な成果 

・ 県内各地域において県産材を利用した「木育」活動を行うことにより、多くの県民

の皆様に県産材の良さや森林の大切さ、森林整備の必要性等を普及啓発することが

できました。 
 
４ 課題 

・様々な社会構造の変化により、里山と人との関わり方が変貌し、今後は、より地域ぐる

みでの利活用を進めていく必要があります。 

・里山の利活用に関する取組を一過性のものではなく、継続的に行っていくために、地域

での人と人とのつながりや、都市部住民との連携を進めていくことも課題です。 
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１　概要

２　アンケート調査の概要

（２）調査方法：郵送による配布及び回収

（３）調査期間：平成23年9月1日～9月30日

（４）調査対象：県民2,000人（回収率：41.1%）

　　　　　　　　企業100社（回収率52%）

　　　　　　　　全市町村（回収率100%）

　　　　　　　　全市町村議会（回収率100%）

３　アンケート結果の概要

（１）現在の森林づくり県民税活用事業の内、大切な取組について（複数回答）

区分 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

間伐 技術者の育成 木材利用の促進
市町村独自の森
林づくりへの支援

間伐等の温暖化防止
への貢献度評価

78.0％ 41.4％ 38.3％ 32.6％ 26.3％

間伐 木材利用の促進 技術者の育成
市町村独自の森
林づくりへの支援

間伐等の温暖化防止
への貢献度評価

75.0％ 44.2％ 40.4％ 38.5％ 25.0％

間伐
市町村独自の森
林づくりへの支援

木材利用の促進 集約化への支援
森林等について学ぶ
活動への支援

98.7％ 57.1％ 46.8％ 39.0％ 19.5％

間伐
市町村独自の森
林づくりへの支援

木材利用の促進 集約化への支援 技術者の育成

89.6％ 72.7％ 58.4％ 24.7％ 16.9％

（２）平成25年度以降の森林づくり県民税の継続について （単位：％）

※市町村については、市長会等から既に継続要望があるため、調査していない。

県民

企業

市町村

市町村議会

（１）調査目的：森林づくり県民税に対する県民等の意向を調査分析し、「みんなで支える森林
　　　　　　　　づくり県民会議及び地域会議」等において、今後の森林づくり県民税のあり方
　　　　　　　　を検討する資料とするため。

　森林づくり県民税に関し、県民、企業、市町村、市町村議会に対して、アンケート調査を実施し
たところ、継続に賛成する回答が約8割という結果となった。

長野県森林づくり県民税アンケート調査結果

継続反対

現行のまま継続
新しい取組内容
を加えて継続

全く新しい取組
として継続

計
継続すべきで
はない

県民 33.6 41.0 4.1 78.7 5.1 16.2

企業 36.5 42.3 3.8 82.6 3.8 13.4

区分 その他

継続賛成
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（３）森林づくり県民税を継続した場合の税額等について （単位：％）

（４）森林づくり県民税を継続した場合の期間について （単位：％）

（５）森林づくり県民税を継続した場合、新たに税を活用すべき取組について（複数回答）

区分 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

木材の利用拡大
作業道や林業機
械の基盤整備

野生動物等による
森林被害対策

県産材使用への
支援やPR

新たな担い手の育
成

45.4％ 40.5％ 39.9％ 38.9％ 36.3％

木材の利用拡大
新たな担い手の育
成

作業道や林業機
械の基盤整備

野生動物等による
森林被害対策

県産材使用への
支援やPR

57.7％ 48.1％ 42.3％ 36.5％ 36.5％

作業道や林業機
械の基盤整備

野生動物等による
森林被害対策

県産材使用への
支援やPR

木材の利用拡大 木材の運搬支援

71.4％ 67.5％ 49.4％ 32.5％ 28.6％

作業道や林業機
械の基盤整備

野生動物等による
森林被害対策

県産材使用への
支援やPR

木材の利用拡大
新たな担い手の育
成

61.0％ 57.1％ 55.8％ 42.9％ 27.3％

（６）森林づくり県民税を継続した場合、森林づくり推進支援金について （単位：％）

企業

市町村

市町村議会

県民

1,000円より
高額

1,000円 計

県民 6.9 22.3 29.2 56.0 3.3 11.6

市町村 0.0 11.7 11.7 85.7 1.3 1.3

市町村議会 0.0 23.4 23.4 68.8 5.2 2.6

10％より高率 10％ 計

企業 1.9 3.8 5.7 63.5 7.7 23.1

区分
500円
（現行）

300円 その他
現行を超える金額

現行以上の率
区分

5％
（現行）

3％ その他

区分 ６年以上 ５年（現行） ５年未満 その他

県民 31.9 46.6 5.1 16.5

企業 34.6 36.5 13.5 15.4

市町村 31.2 66.2 1.3 1.3

市町村議会 26.0 68.8 3.9 1.3

3割程度 4割程度 5割程度以上 計

市町村 66.2 15.6 3.9 7.8 27.3 6.5

市町村議会 48.1 24.7 6.5 13 44.2 7.8

その他
現行と同じ税
収の2割程度

区分
現行を超える割合
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みんなで支える森林づくり県民会議設置要綱 
 
（設置目的） 

第１ 森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させるための森林づくりを進めていくた

め、長野県森林づくり県民税を財源とした施策及び森林づくり指針の改定について、

県民の代表等から意見をいただくことを目的として、みんなで支える森林づくり県民

会議（以下「県民会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 県民会議は、長野県森林づくり県民税を財源とした施策のあり方や内容の検討、

事業実施後の成果の検証等及び森林づくり指針改定についての検討等を行い、必要に

応じ知事に提言を提出する。 

（委員） 

第３ 県民会議は、知事が委嘱する委員をもって構成する。 
２ 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（組織） 

第４ 県民会議に、座長及び座長代理をそれぞれ１名置く。 
２ 座長は、委員の互選によって決定し、県民会議の会務を総括する。 
３ 座長代理は、委員のうちから座長の指名によって決定し、座長を補佐し、座長に事

故あるときまたは不在のときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５ 県民会議は知事が招集する。 
２ 会議の議長は、座長をもって充てる。 
３ 座長は、必要と認めるときは関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

（専門会議） 

第６ 県民会議に、専門の事項を検討する必要があるときは、専門会議を置くことがで

きる。 
２ 専門会議の委員は、知事が委嘱する。 
３ 専門会議の委員は、当該専門の事項の検討が終了したときは、解任されるものとす

る。 
４ 第５の規定は、専門会議について準用する。この場合において、「県民会議」とある

のは「専門会議」と読み替えるものとする。 

（事務局） 

第７ 県民会議の事務は、林務部森林政策課において処理するものとする。 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

付 則 
１ この要綱は、平成２０年６月２５日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成２２年４月６日から施行する。 
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みんなで支える森林づくり県民会議 委員名簿 

【任期 平成２２年６月２５日から平成２４年６月２４日まで】 

 

 

（五十音順 敬称略） 

氏  名 所 属 等 備 考 

麻
あ

 生
そう

 知
とも

 子
こ

 NPO 法人信州そまびとクラブ 理事  

犬
いぬ

 飼
がい

 幹
みき

 子
こ

 長野県消費者団体連絡協議会 幹事  

植
うえ

 木
き

 達
たつ

 人
ひと

 信州大学農学部 教授 座長 

牛
うし

 越
こし

 徹
とおる

 長野県市長会（大町市長）  

大
おお

 岩
いわ

 堅
けん

 一
いち

 フリーアナウンサー  

小
お

 澤
ざわ

 吉
よし

 則
のり

 財団法人長野経済研究所 調査部長 座長代理

貴
き

 舟
ぶね

 豊
ゆたか

 長野県町村会（大桑村長）  

高見澤
たかみざわ

 秀
ひで

 茂
しげ

 株式会社 高見澤 代表取締役社長  

滝
たき

 澤
ざわ

 栄
えい

 智
ち

 長野県森林組合連合会 常務理事  

浜
はま

 田
だ

 久美子
く み こ

 作家  

松
まつ

 岡
おか

 みどり ＫＯＡ森林塾森づくり啓発担当  
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みんなで支える森林づくり県民会議の検討経過 
 
 

 

平成 20 年度  

第１回会議 平成２０年 ７月１６日（水） 長野県林業センター 

第２回会議 平成２０年１１月１３日（木） 長野県庁 

第３回会議 平成２１年 ３月１７日（木） 長野県庁 

 

平成 21 年度 

第１回会議 平成２１年 ６月１２日（金） 長野県庁 

第２回会議 平成２１年１０月２７日（火） 安曇野市三郷総合支所ほか 

第３回会議 平成２２年 ３月１１日（木） 長野県庁 

 

平成 22 年度 

第１回会議 平成２２年 ７月 ６日（火） 長野県庁 

第２回会議 平成２２年１１月 ９日（火） 長野県庁 

第３回会議 平成２３年 ３月１０日（木） 長野保健福祉事務所 301 会議室 

 

 

 

 

平成 23 年度 

第１回会議 平成２３年 ７月 ７日（木） 長野県庁 

・3 年間の森林税の効果検証 

第２回会議 平成２３年 ９月１６日（金） 塩尻市の現地及び松本合同庁舎 

・現地における里山の間伐について検証 

第３回会議 平成２３年１１月１０日（木） 長野県庁 

・今後の森林税のあり方の検討 

第４回会議 平成２４年 ２月 ９日（木） 長野県庁 

・提言書の検討 

 

単年度ごとに森林税の使途の効果検証 

3 年間の森林税の使途の効果検証 
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