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中
津
川
市
は
面
積
の
８
割
が
森
林
で

す
。
木
曽
ヒ
ノ
キ
備
林
が
代
表
す
る
よ
う

に
、
古
く
か
ら
ヒ
ノ
キ
の
生
育
に
適
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
ヒ
ノ
キ
を
植
え
育
て
て

き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
樹
齢
３
０
０
年

か
ら
４
０
０
年
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
は
、
全
国

の
社
寺
仏
閣
に
使
用
さ
れ
、
樹
齢
40
年
か

ら
50
年
の
東
濃
ヒ
ノ
キ
は
住
宅
や
家
具
・

食
器
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
豊
か
で
恵
み
あ

る
森
林
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
た
め
、﹁
森

の
担
い
手
育
成
構
想
﹂
を
策
定
し
、
将
来

の
林
業
・
木
材
産
業
の
担
い
手
確
保
に
つ

な
げ
る
た
め
、
木
育
や
森
林
環
境
教
育
な

ど
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
８
月
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅

広
い
年
齢
層
の
方
が
﹁
木
に
触
れ
、
木
に

親
し
み
、
森
林
と
の
つ
な
が
り
を
体
感
で

き
る
﹂
施
設
﹁
な
か
つ
が
わ 

森
の
木
遊
館
﹂

が
道
の
駅
花
街
道
付
知
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。

　
開
館
以
来
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
方
に

お
越
し
い
た
だ
き
、
季
節
に
合
わ
せ
た
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
利
用
予
約

や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
は

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
幼
い
頃
か
ら
木
に
触
れ
、
木

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
で
、
森
林
へ
の
関
心
を
高
め
、
将
来
、

木
を
使
え
る
人
材
を
育
成
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

と
の
連
携
協
定
に
基
づ
き
、
市
内
の
子
ど

も
た
ち
へ
木
製
記
念
品
の
贈
呈
や
、
市
内

の
林
業
関
係
団
体
が
実
施
す
る
木
育
や
森

林
環
境
教
育
へ
の
講
師
派
遣
な
ど
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
林
業
従
事
者
を
育
成
す
る
機
関
の
授
業

料
半
額
助
成
を
は
じ
め
、
新
た
に
市
内
で

林
業
に
就
労
す
る
方
を
対
象
と
し
た
就
労

準
備
支
援
︵
引
っ
越
し
費
用
の
補
助
な
ど
︶

の
ほ
か
、
木
育
や
森
林
環
境
教
育
を
実
施

す
る
民
間
団
体
の
活
動
支
援
な
ど
を
し
て

い
ま
す
。

　
20
年
に
一
度
の
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

に
使
わ
れ
る
御
用
材
を
伐
採
す
る
﹁
裏
木

曽
御
用
材
伐
採
式
﹂
が
６
月
上
旬
に
加
子

母
地
内
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
伐
採
式
で
は
、
伝
統
伐
採
技
法
﹁
三
ツ

緒
伐
り
﹂
に
よ
り
、
三
人
の
杣
夫
が
斧
を

使
い
伐
採
し
ま
す
。
普
段
は
チ
ェ
ン
ソ
ー

を
使
い
伐
採
を
行
う
林
業
従
事
者
の
方

も
、
こ
の
日
の
た
め
に
数
年
前
か
ら
練
習

を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
市
公
式
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

は
、
三
ツ
緒
伐
り
を
動
画
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
令
和
元
年
度
か

ら
、
市
町
村
と
都
道
府
県
に
対
し
て
、
私

有
林
人
工
林
面
積
、
林
業
就
業
者
数
、
人

口
に
基
づ
き
按
分
し
て
譲
与
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
間
伐
や
人
材
育
成
・
担
い
手
の

確
保
、
木
材
利
用
の
促
進
や
普
及
啓
発
な

ど
、
森
林
整
備
お
よ
び
そ

の
促
進
に
関
す
る
費
用
に

充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

森
の
担
い
手
育
成
構
想

木
に
触
れ
て
　
遊
ぶ
　
学
ぶ

な
か
つ
が
わ
　
森
の
木
遊
館

支
援
策

森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用

豊
か
な
森
林
を
次
世
代
へ
問
林
業
振
興
課
︵
☎
内
線

244
︶

乳幼児や新入園児、新入学児童
へカスタネットやマルチボウ
ル、はし箱などの木製品の配布

林業・木工体験をはじめ、親
子で楽しめる「山の日イベン
ト」を実施

触れる体験する

木曽ヒノキ備林の見学のほ
か、県外の大学生らが木造建
築を学ぶ「かしも木匠塾」

木育や森林環境教育に取り組
む団体の支援や新規林業従事
者に必要な装備品購入や資格
取得を支援

学ぶ支援策

■補助事業の一例

林業従事者等
修学支援事業

林業従事者就労
準備支援事業

新規林業従事者
就労支援事業

林業従事者を育成する
機関に在学中の方 上限：授業料の2分の1

就労する際に必要となる
引っ越しなどの準備費用
上限：1人あたり10万円

就労月数 1 カ月あたり 2 万円
（年間上限 24 万円）
※最長3年間

市内の認定林業事業体
に新規で就労する方

市内の認定林業事業体
に新規で就労した方

事業名 対象者 対象経費・補助額

森
林
文
化
の
伝
承

伝
統
伐
採
技
法﹁
三
ツ
緒
伐
り
﹂

【利用案内】
開館時間　 10時～12時／13時30分～15時30分
休館日　　 第１・３火曜日、毎週水曜日
　　　　　 ※その他、館内メンテナンスなどによる　
　　　　　　 臨時休館あり　

令和5年度森林環境譲与税　活用実績
（中津川市）

木材利用の推進

森の担い手育成構想

森林整備の推進令和5年度　
森林環境譲与税

林道・作業道の整備

11％

13.9％

23.2％

51.9％97,222千円

そ
ま  

ふ

▲平成17年６月の裏木曽御用材伐採式の様子

み
　
つ
　

お

   

ぎ


