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2023/9/17 開催：奈良市「自伐型林業の教室」質問及び回答【作成：自伐型林業推進協会】 

※一部：奈良市、フォーラム登壇者にて回答         

整理 

番号 
質問/意見 回答 回答者 

1 
森林の購入や借地の方法を教えて欲しいで

す。 

森林の購入や借地の方法は、地域によって

異なる規制が存在し、具体的な手順は所在

地によって異なります。農地よりも譲渡や

借地は簡易ですが、具体的な手段は、地元

の情報を集めることが重要です。物件の調

査、価格交渉、同意の取り方など個別の事

情に寄って異なります。 

自伐協 

2 

中嶋さんのプレゼンに使用された資料（パ

ワーポイント）を自伐型林業推進協会のホ

ームページなどから見られる様にして頂け

ないでしょうか？そのほか、閲覧できる機

会やツールを教えて頂きたいです。 

自伐型林業推進協会では You Tube で

「ZIBATSU チャンネル」として、自伐型林

業にかかわる配信を行っています。今回の

イベントの模様も流していますし、過去に

行った中嶋のプレゼン動画も上がっていま

すので、そちらからご確認頂ければと思い

ます。 

ZIBATSU チャンネル： 

https://www.youtube.com/@ZIBATSU 

自伐協 

3 
現時点で自伐型林業家は何名ほどいます

か。 
3,000 人ほどです。 自伐協 

4 

メガソーラー反対運動をしています。皆伐

が災害を引き起こすという観点で、林野庁、

環境省、国政議員等にプレゼンは可能でし

ょうか。また、全国再エネルギー問題連絡会

の Zoom 会議等でゲストスピーカーとして

のご参加可能でしょうか。 

皆伐をともなうメガソーラーは大変な問題

であると認識しています。プレゼンや発表

は可能なので、WEB サイトのお問い合わせ

よりご依頼ください。 

お問い合わせ：https://zibatsu.jp/contact/ 

自伐協 

5 

近年多発する自然災害へのリスク対応につ

いて、具体的な対応についてどのようなも

のがありますか？たとえば、損保や森林保

険への加入、引当金の繰入れなどの考え方

についてご教示願います。 

自然災害へのリスク対応は、保険の加入な

ど個人や組織によってもさまざまあると思

います。自伐型林業推進協会としてはいか

に災害を起こさないような林業の施業をす

るかという提案と実践を行っており、環境

変化を極力起こさない間伐や道作りを提唱

しています。発生してからの森林所有者の

対応については、各自の事情に合わせた個

別相談での対応となります。 

自伐協 

6 

日本のみずみずしく香しい木を活かしたフ

ローリングや家具を作って輸出したいと思

っています。スギ・ヒノキなど針葉樹だけで

なく、カシ・クリ・シイ・ナラなどの広葉樹

も出伐することは可能でしょうか。それら

はどこに生えているか（位置）把握していま

すか。 

広葉樹が多い地域でも自伐型林業は展開さ

れています。針葉樹と同様に、多間伐施業し

ながら搬出しています。ただ家具用材の流

通は確立しておらず、メーカー等に直接出

荷する場合が多い状況です。岩手県の盛岡

市場や北海道の旭川市場では広葉樹が一定

流通しています。家具生産地（福岡・広島・

岐阜・北海道）中心に流通を創出してもらい

たいですね。 

自伐協 

7 
材木の価格低下の原因は何でしょうか。日

本の高価な木材を買ってくれるところはあ

りますか。 

日本の建築材が合板・集成材に中心になっ

たためです。合板・集成材の原木はＢ材（1

ｍ3 単価が 1 万円程度）の低質材でよいか

らです。さらに木質バイオマス発電所がこ

こ 10 年で激増したため、燃料材の需要（Ｃ

自伐協 



材）が激増したためさらに下がりました。Ａ

材は高品質無垢材ですが、無垢材を使う建

築が減ったため、Ａ材として使われる良質

原木までもがＢ材や燃料材（Ｃ材）として使

われるという悲しい事態になっています。 

日本は山林が林業盛んな他国より極めて険

しいため、欧米やロシアと比べて搬出コス

トが 10 倍以上高くなります。故に日本及び

世界の木材流通に高品質材市場を創出し

て、その良質材市場のシェアを上げていく

ことが日本林業再生に向けて重要な点と言

えます。 

8 

奈良県林業の課題は山が急峻なため「林道

整備が困難」と以前聞いたことがあります。

どうやって林道を作ったらいいでしょう

か。 

急峻な山、厳しい山には道はつけないとい

う判断をし、安全を第一優先にしています。

作業道を入れる山は、価値が高くなってい

く山とみなし、重点的に整備できるような

仕組みを作っています。 

下北山

村（北

氏） 

9 
作業道について、路面を強化（硬くする）す

るためにはどのような方法が考えられます

か。 

土壌の状態などによって方法は異なってま

いりますので、一概にこうとは言えません。

自伐型林業体験研修に来て頂き、実際に目

で見て学んでいただければと思います。 

自伐協 

10 

山林に手を入れると、田畑の獣害がへるメ

カニズム（理由）とはどのようなものでしょ

うか。 

山に人が入ることで野生動物が警戒して離

れたり、山林の整備によって野生動物の隠

れ場所が減少したりすることで、獣害を減

らす効果があります。林業と同時に狩猟を

行っている人もいるため、野生動物の数が

減るというケースもあります。 

自伐協 

11 

奈良市では薪ストーブやペレットストーブ

に対しての補助がありませんが、森林が多

いのになぜ助成しないのでしょうか 

（奈良市） 

本市は今年度本事業のスタートを切り、こ

れから自伐型林業の展開を進めるところで

すので、今後、補助制度についても検討して

いきたいと考えています。 

 

（自伐協） 

原木を割って乾燥させる程度の薪を利用す

るストーブはいいですが、作るまでに燃料

使ってコストかけるペレットは環境に良い

とは言えず、供給側（林業者）のメリットも

少ないので注意が必要です。 

奈良市 

自伐協 

12 
行政としてこのようなフォーラムに関わる

のはめずらしいと聞きました。奈良市とし

てどのようにかかわっていかれますか。 

本市においては、今回の「自伐型林業の教

室」をキックオフイベントと位置付け、本年

度は自伐型林業の体験研修から手掛けてい

く予定です。 

体験研修を受講してくださった方には更に

実践的なステップアップ研修を予定してお

り、自伐型林業家としての就業が可能とな

る水準まで技術の底上げをしていただくこ

とが狙いです。 

この研修の流れは次年度以降も可能な限り

継続していきたいと考えています。 

それと同時に、自伐型林業の舞台として提

供してもよいという山林所有者に呼びかけ

を行い、就業希望者とのマッチングを図り

ます。 

奈良市 



ただし、山林所有者の同意のみで集積を行

うのではなく、その山林が林業に適してい

るか否かという検討を重ねるなど、本市な

らではの自伐型林業のスキームを考えてま

いります。 

これは自伐型林業家になっていただくこと

のみを目的とするのではなく、自伐型林業

を続けていける土台作りも大切であると認

識しているためです。 

13 

従来型の林業が経済的に破城しているの

は、2,000 億円の木材生産に 3,000 億円の補

助金をかけていることからも自明ですが、

自伐型林業が 2 割間伐で行う以上、それだ

け施業面積が確保出来ないと自立できない

のではないかと思います。奈良市としてど

のように進めていかれますか。 

施業面積の確保は、重要な課題です。担い手

育成と同時に、山林確保に向けて自伐型林

業推進協会と協議しながら進めていきま

す。 

奈良市 

14 

奈良市は小規模な森林所有者が多く集約化

は難しいと考えています。なぜ「自伐型林

業」の推進を開始することになったのかそ

の経緯をご教示願います。市長が出席され

ているのでトップダウン型でしょうか。 

林業において、担い手の確保が大きな課題

であり、市として自伐型林業に可能性があ

ると判断し、検討を重ねた経緯があります。

本市にとって初めての試みであるため、今

後も積極的に事業を展開するため市長が参

加したものです。 

奈良市 

15 
学童保育施設の板倉構法での取り組みなど

の事例はありますか？ 

板倉工法による無垢材利用は進み公共施設

も増えているようです。ただし施業の仕方

は過度な間伐によるものも見受けられるの

で注意が必要です。環境保全型の自伐型林

業の観点で言えば、無垢材の木材を活用し

て利用することを推奨しています。 

自伐協 

16 

徳島の橋本山林から刈り出された木材は加

工されて、どのような所で利用されている

のでしょうか。「自伐材」というブランド材

になったりしないのでしょうか。 

基本は市場へ出荷していますが、目的が予

め決まっている注文材も多いです。特に高

樹齢は市場へ出回ることが少ないので、直

接発注となります。 

自伐協 

17 

目標とする林齢や林型の決め方について具

体例などがあれば教えて頂きたいです。間

伐スパンの根拠等も合わせて教えて頂けれ

ばと思います。 

植林から 50 年を伐採して植え直すという

人工林の循環が一般的ですが、自伐型林業

については樹齢の一律化はしてません。代

わりに、伐採時期を長期にする「長伐期多間

伐」という施業を心がけています。それは、

成長量を超えない間伐を繰り返して（多間

伐）、良質材を育て、森林全体の総量（材積）

を増やしていくというものです。間伐は同

じエリアは 7〜8 年ごとを目安にしていま

す。エリアを樹種や地形に寄っても異なり

ますのでご注意下さい。 

自伐協 

18 

自伐型林業では新たに植える木の種類は杉

やヒノキでなく、どんぐりの木等の広葉樹

でも問題ないでしょうか。 

針葉樹と広葉樹を合わせて育成するのはな

んの問題もありません。ただ、広葉樹を育て

る際には、適切な木種の選択や管理の計画、

樹木の成長サイクルへの理解が必要です。

土地それぞれで特性が異なるため、対象エ

リアでよく成長している木を観察したり、

地元の人にも聞いてみたりするのも良策で

す。 

自伐協 

19 
脱サラしての林業への転職において、時に

初期の収入に不安があります。転職された

方々は収入不安をどのように乗り越えられ

年収は欲しいだけと言えます。ただ、最初は

苦労すると思います。僕も補助制度が整っ

ておらず、森林山村多面的交付金しかない

福井

（宮田



ているのでしょうか。自伐型林業の年収や

閑散期と繁忙期のバランスを知りたいで

す。 

状態からスタートしました。チェーンソー

が使えるようになると、それに関連する仕

事の声がかかるようになります。20 日請負、

10 日自伐のような状態でした。技術が上が

るにつれ、単価を上げるようにし、そのころ

に行政の補助制度が組み込まれたので、比

重を自伐に傾けるようになりました。今で

は、請負は収益が取れるもののみに絞って

います。チェーンソー故障なども発生した

りするので、そこも念頭に入れておく必要

があります。 

氏） 

20 

材の現金化についてどれくらいの木がどれ

くらいで売れるのか知りたいです。燃料、チ

ェーンソー代などをまかなえますか。 

材木の種類や曲がり、状態や質などによっ

て金額はもちろん違います。また、地域によ

っても違いますし、一年を通じて金額にも

変動があります。木材市場によっては市況

（価格表）を WEB などに出しているところ

もあるので、まずは近場の木材市場がどこ

かを調べて見てみるのはいかがでしょう

か。 

参考）上吉野木材協同組合様： 

https://kamiyoshino.com/summary 

自伐協 

21 

農×移住として、小さい農の担い手育成や

呼び込みに取り組んでいます。自伐型林業

を学んでいるメンバーにも入ってもらい、

森×農×移住の展開を考え始めています。

地域、周辺でまず知ってもらい、機運を高め

ていくには、まず何をするのがよいでしょ

うか（お話会、研修会、モデル地作りなど） 

まずは、みんなで知って学べる場が必要だ

と思います。奈良市で行ったようなイベン

トがそうです。自伐型林業推進協会の素材

としては、会報誌や映画 DVD もあります。

もし人が集まるようならば、地域自治体や

自伐協と企画してもいいと思います。 

自伐協 

22 
自伐協の会員の集いのようなものが奈良市

又は各市、例えば桜井市 etc.などであるので

しょうか 

特に会員の集いなどは行っておりません

が、サポーター会員向けの相談会などの開

催などを検討しております（過去に開催実

績あり） 

自伐協 

23 

神社仏閣で使用する材を育てるため、100〜

200 年後をみすえた森林施業をするには具

体的にどう考えれば良いでしょうか。 

林業は長いスパンで考えないといけないも

のです。吉野には 200 年、300 年の木がた

くさんあります。100 年前後の木が主流で

すが、何に使うかを決めて木を植えること

はできません。世の中はどんどん変わって

いるので、成長した後に何に使うかはわか

らないからです。木材が一番多く使われる

のは建材ですが、どんな住宅が求められて

いるかは時代によって異なります。今はバ

イオマスの時代になっていて、早生樹を植

えようという風潮がありますね。スギやヒ

ノキが合うところにはそれを植え、合わな

いところには別のものを植える必要があり

ます。奈良の東部ならコヌギ、ナラなどの 20

年で収穫するもの。間伐で太くなったもの

から伐っていくというものをやっていくの

がいいと思います。花粉症が問題になって

いますが、そもそもスギやヒノキを土壌に

合わないところに植えたことが要因です。 

吉野地

域（岡

橋氏） 

24 
自伐型林家さんの施業地の確保はどうして

いるか。森林経営管理制度に基づいたもの

か。 

施業する者が自ら確保することが基本です

が、市町村が支援できる場合は森林経営管

理法に基づく所有者アンケート等を活用

自伐協 



し、市町村独自のシステムを構築して山林

確保支援をする事例が増えてきています。

その際には長期的契約が可能とし、多間伐

施業を実施すること、作業道は使い続けら

れる小規模作業道等を条件にすることが重

要となります。 

25 
自伐型林業での植林の際、苗木の獣害対策

は行うのか。 

自伐型林業では、植林には取り組まず既存

の山を整備していくことが基本となりま

す。 

自伐協 

26 
自伐型林業では次の若木を芽生え育てるの

にどのような手法をとられていますでしょ

うか。 

自伐型林業は手の入ってない山を相手にし

ているため、最初は間伐からスタートして

います。間伐により光と風をコントロール

し、下の植生、次が育つようにすることが第

一歩です。 

自伐協 

27 

樹冠長率が 20％を切るような 50 年生以上

の未整備材が増えていますが気象害を考え

ると間伐もなかなか難しい気持ちがしま

す。小規模皆伐などの手法による材相改定

が考えられると思いますが、どう考えられ

ますか。 

放置林化されたバランスの悪い状態になっ

た山林でも、すぐにあきらめるのではなく、

1 割以下の間伐を 5 年間隔で実施する等工

夫することが重要だと思います。作業道を

敷設すると風が入りそうな場合は、弱度の

切り捨て間伐等を実施するか、立ち枯れ間

伐（まき枯らし）もありだと思います。数十

年の年月は長いですのであきらめず試して

みることが重要だと思います。実際にそれ

で復活した山林も見てきました。 

自伐協 

28 
山林の所有又は施業地確保の支援制度はあ

りますか。 

一般の方が施業地を確保するためのメニュ

ーとしては「森林整備地域活動支援交付金」

という国の制度があります。 

内容は「境界明確化」「経営の集約化（経営

計画の策定）」ですが、基本的には地域を知

っている人か、林業ができることという前

提があって成り立っています。「地域に身寄

りがない、林業も素人だが自伐型林業をし

たい」ということであれば、自治体の支援が

受けられる地域おこし協力隊になるという

方法が一番早いのではないかと思います。 

下北山

村（北

氏） 

29 
林野庁、森林組合が全面的に自伐型林業を

進めないのはなぜでしょうか 

短伐期皆伐施業決めてから 50 年が経って

います。システムや既存体系が既に出来上

がっていることが要因としては大きいので

はないでしょうか。 

自伐協 

30 
森林環境税により間伐が主な事業として進

められる現状をどのようにお考えですか 

同税は環境保全と森林資源管理の両面から

考えることを重要としています。伐採する

だけの間伐で終わるのでなく、その山に入

り続けられるような環境を作り、何よりそ

れを実践し続けることのできる「担い手」の

育成も必要と考えています。 

自伐協 

31 

これから来年から森林環境税が始まり、森

林環境譲与税が財源となり本格的に林業整

備が始まります。今行われているのは皆伐

が主なのでしょうか。これから税金を使っ

てこれが行われると逆効果になります。ど

うお考えですか。 

その通りだと思います。皆伐に環境税を使

えば実際は「森林環境破壊税」になってしま

いかねないですね。奈良市はそうならない

ような判断を下してくれています。他の市

町村も奈良市のような展開をするように説

得していくことが重要だと感じます。 

自伐協 

32 

行政の支援がないと成り立たないと思う

が、首長が変わり支援が得られないリスク

はないか。 

自伐型林業推進協会では奈良市様以外にも

全国の市町村自治体と連携して自伐型林業

の事業を推進しています。首長や担当者が

自伐協 



変わることはもちろんあります。それは林

業だけに限らないことです。その際には、前

任の方の思いを引き継いで続けて行えた

り、自治体の方針によっては、事業自体が終

了になったりすることも、もちろんありま

す。自伐型林業推進協会としては、首長や担

当者が変わったとしても、引き続き自伐型

林業を推進していく意義等についてご理解

を頂くための活動を行っています。 

33 

自伐型林業をしたいと思っているのです

が、私の地域では「木の駅」や原木市場など

がなさそうです。そういった場合は伐った

木はどこに持っていけばいいのでしょう

か。 

地方の地域で自伐型林業を行う場合、木材

の販売先や処理方法を見つけることは重要

です。地元の製材所のような加工業者を調

べて問い合わせたり、市内になくても近隣

にある共販所・木材協同組合などを探して

みたり、原木だけでなく薪やホダ木に加工

してみたり、手段はいろいろとあると思い

ます。まずは地域の木材需要を調査し、どの

ような木材が求められているかを把握して

みてはいかがでしょうか。 

自伐協 

34 

自伐型林業と小規模農の両立について、”

農”の部分は、自給用の規模で収入は自伐型

からでしょうか。実践されている方の林業

と農（業）のバランスはどのようなものでし

ょうか 

山と畑の、①広さ②作業日数（週に何日が森

での作業か）③収入の割合④季節的な山と

畑の作業の割合などが知りたいです。 

兼業する農業はまずは自給が重要だと思い

ます。農地が一定確保できていたり、技術が

伴っていたりする人は徐々に業化できれば

なおよいですね。バランスとしては自伐が

主で年収 3〜400 万円、の業収入等が 100 万

円前後というのがバランスよいのではと考

えています。以前、畜産と兼業していた方

は、朝 9 時までと夕方 15 時以降は畜産、9

〜15 時まで林業という風な感じでシェアし

ていました。秋冬が林業で春夏が農業や観

光と季節でわかれるのが一般的だと思いま

す。 

自伐協 

35 

子どもたちが拾ってきたどんぐりを植えさ

せて、育てさせて、大きく育て、育ったどん

ぐりを再び山に植えるプログラムを行って

いますが、せっかく大きく育ったどんぐり

を植える山に困っています。自伐型林業と

上手くコラボできないでしょうか。 

自伐型林業を実践しながら、間伐で空いた

ところに植林をしてみるなどあるかと思い

ます。ただし、林内の環境を大きく変えるよ

うな過度な間伐には注意して下さい。 

自伐協 

36 

自伐型林業では生産される木材の量はどれ

くらいになるのでしょうか。在来型の５０

年で皆伐だと 500〜600 ㎥／ha になるので

しょうか（間伐＋皆伐）（仮に÷50 とすると

10〜12 ㎥／ha・年）？ 

年間５ha 程度実施する人は、1 回目の間伐

（未整備林状態）では 100〜200m3 程度生

産する場合が一般的です。間伐が繰り返さ

れ面積当たりの蓄積量が増えた山林では、

もうちょっと増えてくると思います。1 回目

の間伐時は未整備林の基盤整備ととらえ

て、作業道の敷設を主として劣勢木の生産

（B〜C 材）に留め、良質材出荷は控えた方

がよいと思います。 

自伐協 

37 
自伐林家さんは労災保険をどうされていま

すか。 

個人で労災に入っていることが多いです。

奈良県の大和森林管理協会では自伐型林業

者に向いている保険を準備しているので問

い合わせてみてもいいかもしれません。 

自伐協 

 

以上 


