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森を地 域の財産に

美濃市片知 地 区 と 「ふ くべ の 森」へ の ア プロ ー チ
ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田　菜穂子 （特定非営利活動法人 杣の 杜学舎）

　 　 　 　 　 　 　 　 ふ くべ

　美濃市片知地区は瓢 ヶ 岳か ら流れる片知川沿 い に集落が点在する山村で あるe 私は その

片知地区最奥の 板山 集落に 1年半前に移住して きた 。 現在 2歳の 息子 と夫 と 3 人で 借家

に住んで い る 。 私 は森林の ない 大阪府摂津市で育ち、信州大学森林科学科を卒業後、長野

県の 森林組合に作業班 と して 4 年間勤務。その 後、個人所有 の 森林管理を任 され独立 し、

境界の 明確化や隣接す る共有林 を含めた 間伐事業 を実施 した。結婚 を機に岐阜市に移り、

岐阜市に 近 い 美濃市 に職 と宅地を求め た と こ ろ、特定非営利活動法人杣の 杜学舎 （そま の

もりがくし ゃ ）に出会っ た。就職後すぐに妊娠、出産。杣の 杜学舎に は非常勤で 勤務 し て

い た が、地域資源管理 と山村で の 子育て に本腰 を入れた い と思 い 、家族で移住 した。

　私の 問題意識は木材生産以外の 多面的機能 を持 つ 森林は誰が どの よ うに 管理 で きる の だ

ろ うか 、とい うこ とで ある。

　片知 川上 流部の 約 600ha の 森林 を 「ふ くべ の 森」と呼ん で い る 。 「ふ くべ の 森」は それ

ぞれ片知地区、下牧財産区 （旧下牧村）、美濃市が 所有 して お り、全体 と し て 共有林的性

格を持つ 森林で ある。「ふ くべ の 森」の ほぼ全域が国 、 旧開発公団 、 県 との 分収造林契約

を結 ん で い るた め、25〜 60年生の 針葉樹林が 多い 。 しか し、同時に 「ふ くべ の 森」は 、

巨岩を登 るボ ル ダ リ ン グや 、 急坂 を自転車で 登 る ヒ ル ク ラ イ ム 、片知渓谷の沢登 り、登

山、写真撮影、星 空観察な どで 年間 5，000 人以上 が訪れ る レ ク リエ ーシ ョ ン機能を併せ 持

つ 森林で ある 。 また、片知地区約 200戸 の 水源林で もある 。

　ご存 じ か と思われる が 、分 収造林契約 とは所有者、造林者、出資者な どの 契約者で収益

を分配す る契約だ。「ふ くべ の 森」の 場合は 、 昭和 30 年代 に 造林 された森林が大部分で

あるため 、平成 17〜 22年 に か けて 、ほぼ 全域で 契約終期が来 た 。 も し正式 に契約 を履

行すれば 約 600ha全域が ほぼ 同時期に 皆伐、再造林 と い う こ と に な る。皆伐に よ っ て 、

土砂崩壊や水害等の 災害、水道水の 汚濁が あるの で は ない か 、また、分配収益だけで再造

林は 不可能で あ り、地元の負担金 が発生 する の で は な い か と い う懸念 か ら 、 大面積皆伐の

回避がで きな い か と片知地区の 管理組織か ら杣の 杜学舎に相談が あ っ た 。

　私は 50年間山の 管理 を他者に任せ て きた地域の 共有林 が どの ように なるの か に強 い 関

心 を持 っ た。それは、長野県で仕事を して い た際に 、地域住民 が山の 管理に つ い て話 し合

う姿 を見て 、守 るべ き地域 を持 っ て い る人たち を羨 ま し く感 じ て い た か らだっ た。

　結局、地 区は杣の 杜学舎を通 じた 県や市の 支援も あ り、官行造林地 20ha の 国の 地上権

を買取 っ た うえで 契約 を解除し、そ の 20ha以外 は契約 を継続す るこ とに決定 した e 継続

し た もの の うち 旧開発公団 と の 分収造林地は、契約期間を 100年延長 し、そ の間に毎年

数ヵ 所を群状に小面積皆伐 し、樹齢構成 を多様化 して い く方向で 再契約を し た 。

　 さて 、 それで は、杣の 杜学舎が片知地区の共有林をど の よ うに管理 して い るか 、それに

よ り片知地区の 住民 が どの よ うに変化 して い るか をご紹介 し た い 。杣 の杜学舎は 解除 し た

20　haの 長期受委託契約 を片知地区と結び、水源の 森 と位置づ け、整備 を行 っ た。事業の

テ ーマ は 「地域の 人影が 見 える林業を」で あ る 。 大規模 ・高効率に なればなるほ ど、山作

業か ら地域の 人影が消え、ひ い て は地域の 山へ の 関心 も薄くなるの で はない か 、とい う意

味で 掲 げた。住民 自身が 共有林を日常的に集団的に利用する こ とで 、共有林 へ の 関心 を高
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め る ことが で きる だろ う と私 は考えて い る。

　そ こ で 、作業シ ス テ ム をで き るだ け小型化 し、地元住民 に も使 っ て もらえ る方法 をと っ

た。小規模
・高密路の作業路の 開設と小型林内作業車に よる搬出と した。保残木 として 残

す木に は マ
ー

ク をし、保残木の 障害 に な る木 を間伐する こ とと した。平成 23 年度に 農林

中央金 庫森林再生基金 を取得 し、ハ ー ド事業 とと もに ソ フ ト事業を行 っ た。「森 を地域の

財産 に」 とい う タイ トル で 水源の 森の 勉強会 を 1 回 と住民対象の 研修会を年 5 回連続 し

て実施 し た 。 研修会で は 、 森林調査、伐採、小型作業 シ ス テ ム を利用 し て の 搬出、森林利

用の 一形態 と し て 薪割 り機に よ る薪づ くりを体験 し て もらっ た 。 その 結果、研修会参加者

を中心 と した林業グ ル
ープ 「山の 駅 ふ くべ 」 が結成 された 。 グ ル

ープ の 会員の うち 3 分

の 2 が 50 ・60 代の 片知地区住民で 、自治会役員を務め る人 も多い 。杣の 杜学舎 は グ ル ー

プの 運営に は参加 し て い な い が、私 は住民 とい う立場か ら グ ル ープ の 事務局 を務め て い

る 。 グ ル
ープは現在 「ふ くべ の 森」 や共有林の 残材を利用 し て の 薪づ くり、ほ だ木づ く

り、炭窯の 修復 と炭づ くりを行い 、販売 もして い る 。 市の ウ ッ ドス タ ー ト事業 （市で生 ま

れた赤ち ゃ ん に市内で つ くっ たお もちゃ を贈 ろ うと い う事業）に も美濃市材を使っ て ほ し

い と働 き か け、共有林か ら伐 り出 し た材を板材に して提供 した。これに よっ て 国産材の 利

用が 1％ とい うおもち ゃ 市場にお い て、この事業は地産地消 を実現 して い る 。

　分収林契約の終期は住民 にと っ て 地域 の森林 を考え るき っ か け で は あ っ たが、実際に重

い 話題で あ り、森林は地域の お荷物 とな っ て い た 。 それ が 「山の駅ふ くべ 」が ニ ュ
ース を

発行 し た り、近所 に共有林に通う人がで て きた りし た こ とで 、 住民の 中で 山 の 話題 は 必 ず

しも重 い 話題で は な くな り、分収林をどうする か に つ い て 口にす る人 も増え た 。今後 もグ

ル
ープの 活動に よっ て 住民の 共有林へ の 関心は さらに 醸成 され るだ ろ う 。

　今後の 展開 とし て は ど の よ うな こ とが 必要だ ろ うか 。そ して 、私には何が で きるだろう

か 。

　現在、共有林を管理す る人材の 育成が 課題だが、それに は グ ル ープ の 現在の 活動以外 に

も共有林管理 の 実務や考え方を定期的に 学ぶ場 をつ くる必要が ある と考えて い る 。 とい う

の も利用者規制や レ ク リエ
ー

シ ョ ン機能の 適正 な発揮等の 課題 がで て きて い る か らだ 。 例

えば、ボ ル ダ リ ン グ 利用者 は地 元に許可 を得て利用料を支払 っ て 入 山 して い る
一方で 、沢

登 り業者が谷に 許可な く入 り水源を汚 して い ると し て 地元で問題 とな っ て い る。また、谷

沿い や林道沿 い の 広葉樹林帯で ナ ラ枯れ が進行 し て お り利用に 危険が伴うが 、利用者 へ の

警告や 支障木の 伐採が追 い つ か な い 。 その よ うな問題全般 に対応で き る地域 の人材 が減

り、自治会や管理組織だけで の 対応が難 しくな っ て い る。

　来年度か ら始 まる森林経営計画制度で は、事業者が林班の 半分を経営す る条件が つ くた

め、人工 林の 間伐が面的に広が る こ とが期待で き る 。 しか し、谷の 水や広葉樹林帯は管理

対象に含まれるだろ うか 。

　現 在の 材価 と公的な補助金 で は人工林管理以外の 管理 をす る こ とは事業体 と して 無理 だ

ろ う。 しか し、他の 助成金な り出資金 な りを利用 した り、 新た な価値を生み 出 し た りし て

森林 を面で は な く立体的に 、総合的に管理で きな い だ ろ うか。

　私は 「山の 駅ふ くべ 」 と山利 用者の 共同の休憩所 を杣の 杜学舎 と して経営した らどうか

と考えて い る。 そこ に住民 も気軽 に来ら れ るよ うな体制をつ くり、関係者すべ て が山の 問

題 を日常的に 集団的に話題 にで きる場所 をつ くる 。 関係者同士の 意見交換 と調整が しや す

くな る こ とで、森林の 多面的な機能が よ り適正に 発揮 される の で は な い だ ろ うか 。その よ

うな仕掛けを杣の 杜学舎ス タ ッ フ と して、片知地区住民と して来年以 降展開 して い ければ

と考 えて い る。読者の み なさ まに は、ぜ ひ 、ご指導ご鞭撻をい ただ き た い 。

7

N 工工
一Electronlc 　Llbrary 　


