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１ 新たな税の名称

清流の国ぎふ森林・環境税

２ 森林・環境を取り巻く状況

日本のほぼ真ん中に位置する本県は、森林面積が８６６千ha（全国第５位）で、県土面積の

８２％（全国第２位）を占める全国でも有数の森林県です。

また、豊かな森から生まれた清らかな水は、清流となって、県全土にわたり、太平洋と日本海

に向かって流れています。

こうした豊かな自然環境は、飲料水や産業活動のための水源保全、県土保全や保健休養など、

私たちの身近な生活を支える公益的機能を有しています。

また、二酸化炭素の吸収・固定による地球温暖化の防止や、一度損なわれると再生が困難な生

物多様性については、地球規模の環境保全としても重要です。

しかしながら、こうした恩恵を県民に与えてくれる本県の自然環境は、今まさに危機的な状況

にあります。

森林については、木材価格の低迷に伴う木材生産活動の停滞、担い手の不足や高齢化などによ

り、間伐などの手入れをしていくことが困難になっており、森林の荒廃が進んでいます。

また、都市周辺を含めた里山や里地では、生活様式の変化に伴い、薪や炭などの利用が少なく

なり、その結果、手入れが行き届かないところが増え、降雨などにより表土が流出し、人家を巻

き込んだ土砂災害が発生するとともに、竹の侵入や農作物等への鳥獣被害などが深刻化していま

す。



- 2 -

適切に管理されず荒廃した森林 野生動物による農作物の被害

一方、水質環境基準の類型を指定している県内の河川においては、全て環境基準を達成し、良

好な水質が維持されていますが、身近な水環境においては、生活様式の変化に伴い身近な水環境

に対する県民の関心が薄れ、ゴミが目立つようになるなど、その良好な景観が損なわれつつあり

ます。

さらに、森林や河川などに生息する野生生物をみると、近年、絶滅の恐れがある野生生物の種

類が増加しており、人により持ち込まれた外来種が、地域に生息する野生生物を補食するなどし

て繁殖し、地域固有の生態系に影響を及ぼしています。

イタセンパラ（希少野生生物） オオクチバス（外来生物）

このように、本県の自然環境は危機的な状況にあり、洪水や土砂災害の多発、水環境の悪化な

ど県民の安全・安心で豊かな生活環境が失われるとともに、地球温暖化や生物多様性の損失など

地球規模の環境にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。

３ 森林・環境施策の方向性

平成22年６月に開催した「全国豊かな海づくり大会」で培った、森・川・海のつながりの中で

の環境保全の意識を継承し、さらに喫緊の課題となっている地球環境の保全にも応えながら、本

県のアイデンティティである「清流」を守り育て、緑豊かな「清流の国ぎふ」づくりを県民協働

で推進することが、これからの森林・環境行政において求められています。

また、東日本大震災により、改めて自然の恵みを大切にすることや森林をはじめとする自然環

境を守っていくことの重要性が高まるとともに、再生可能なエネルギー源の一つである木質バイ

オマスの関心もますます高まっています。
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このようなことから、県土の８割を占める森林や日本海・太平洋にそそぐ河川など、本県の恵

まれた自然環境を保全・再生し、これらの持つ公益的機能をより高める取り組みを早急かつ確実

に進めること、また、森林や河川は県民の共有財産という認識のもと、これらの持つ公益的機能

を県民が将来にわたり享受できるよう、その保全・再生を県民全体で支えていく取り組みを併せ

て進めることが必要であると考えます。

４ 必要となる施策

（１）新たな視点に立った施策展開

緑豊かな「清流の国ぎふ」づくりを推進するため、県民の理解のもと、森・川・海のつなが

りを通した『環境保全』と『県民協働』という新たな視点に立った施策を展開します。

○ 木材生産を目的としたこれまでの林業施策ではない、公益的機能の発揮を重視した森

づくりを進めるための施策

○ 多様な生物や水環境の保全を進めるための施策

○ 地域課題への対応や県民の主体的な参画を促進するための施策

（２）使途の基本的な考え方

具体的な施策の策定に当たっては、事業効果が広く県民全体に及び、公共性・公益性が高く、

事業内容が県民にはっきりと見える事業であることを基本とします。

（３）具体的施策の内容

具体的施策として、『豊かな森づくり・清らかな川づくり』『人づくり・仕組みづくり』の

柱立てのもとに５つの施策とし、その概要については、以下のとおりです。
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［具体的施策のイメージ］
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Ⅰ 豊かな森づくり・清らかな川づくり

① 環境保全を目的とした水源林等の整備 新規

［施策概要とその必要性］

水源となる奥山林や水源林、水質保全に役立つ渓流沿いの渓畔林、山地災害防止

のために重要な森林において、針広混交林化などの森林整備を進める。

・ 地理的に条件が悪く採算性が低い水源林等では、森林所有者による手入れが進みに

くく、森林の公益的機能の低下が懸念されています。

［事業内容］

○ 森林所有者に代わって林業事業体等が行う間伐などの森林整備に対する助成。

○ 荒廃した森林又はその恐れのある森林の公有地化に対する助成。

［対象森林の考え方］

② 里山林の整備・利用の促進 新規

［施策概要とその必要性］

住民に身近な環境である、広葉樹を中心とした里山林の整備を進めるとともに、

持続的な取り組みとなるよう、里山林の資源を有効活用する仕組みづくりを行う。

・ 生活様式の変化に伴い、利用されないまま放置された里山林は、竹やツルが繁茂し、

人と野生鳥獣との境界である緩衝帯としての役割がなくなり、人々の生活や農林業へ

の鳥獣被害が拡大しています。

・ また、明るい場所を好む野草や昆虫、鳥類など多種多様な生物の生息地としての役

割も失われつつあります。

［事業内容］

○ 広葉樹林の整備や侵入竹林の除去、森林病害虫や鳥獣害の防除などの里山林整備・管

理に対する助成。
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［対象森林の考え方］

＊１ 生活環境保全機能Ⅰの森林又は健康文化機能Ⅰかつ道路から１００ｍ以内の森林

＊２ 人里、田畑により近い区域として里山全体の２０％を設定

③ 生物多様性・水環境の保全 新規

［施策概要とその必要性］

豊かな自然環境を保全するため、野生生物の保護管理、里地や身近な水辺の保全

等に取り組む。

・ 絶滅の恐れがある野生生物の種類の増加や、地域固有の生態系に影響を及ぼす外来

生物の繁殖、さらには、野生動物による農作物や森林への被害の増加が顕著になって

います。

・ 生物多様性や水環境は、一度損なわれると再生が困難であり、保全活動の継続的な

取り組みが必要となります。

［事業内容］

○ 希少野生生物の保護や外来生物の駆除を含む野生生物保護管理

県内に生息するイタセンパラ等の希少野生生物の保護、外来生物の駆除に加え、近年

急速に拡大してきたニホンジカ等野生動物による農林水産業、生態系等の被害を減らす

ための捕獲の促進、捕獲の担い手確保、研究機関との連携。

○ 里地の生態系保全

水田やため池をはじめとした里地の生態系保全活動のモデル事業として、外来生物の

駆除、生き物に配慮した水路の整備、水田魚道の設置など生態系ネットワークの復活に

取り組む活動を支援。

○ 水みちの連続性を確保しつつ、流域全体で取り組む河川環境保全

河川に設置された魚道の維持管理や中小河川も含めて上下流地域が連携して取り組む

河川清掃。
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④ 公共施設等における県産材の利用促進 拡充

［施策概要とその必要性］

公共施設等の木造化や木質バイオマス利用等の取り組みを強化する。

・ 木材はＣＯ2を固定することにより、地球温暖化の防止に役立つ再生可能な資源であ

り、これからの低炭素社会づくりへの貢献が期待されていることから、従来の木材需

要拡大の観点に加え、一層の利用促進が必要と考えます。

［事業内容］

○ 公共施設のうち、特に普及啓発効果の高い教育関連施設等の木造化や内装の木質化、

木製の机・椅子の導入に対する助成。

○ 環境学習等で必要な木製学習教材（木のおもちゃ、木材加工キット等）の導入に対す

る助成。

○ 公共施設等における木質ペレットやチップを利用する木質ボイラー等の導入に対する

助成。

○ 市町村や地域住民が一体となって取り組む未利用材の搬出に対する助成。

Ⅱ 人づくり・仕組みづくり

⑤ 地域が主体となった環境保全活動の促進 新規

［施策概要とその必要性］

地域が主体となった森林づくりや水環境保全等の活動を促進するため、市町村や

ＮＰＯなどが行う取り組みを支援する新たな制度を創設する。

また、人づくりの観点から、県として主体的に環境教育を推進する。

・ 豊かな森づくり・清らかな川づくりを担う人材を育成するためには、地域が主体と

なった活動を支援することが重要です。

・ 地域によって森林・環境を取り巻く課題は様々であり、その課題解決を図るための

地域の取り組みに対する柔軟な支援制度がありません。

・ 市町村の区域を超えた広域的な活動を支えている、ＮＰＯやボランティア団体によ

る環境保全活動は増えつつあるものの、資金面での課題があります。

・ 市町村やＮＰＯ等の協力も得ながら、上下流の連携による取り組みを進める必要が

あります。

［事業内容］

○ 市町村やＮＰＯなどの創意工夫による様々な活動に対する助成。

○ 環境教育を担う人材の育成や環境教育の機会の提供などの実施。

○ 地域が主体となった活動を誘発するための普及啓発の実施。
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５ 必要となる経費

今後必要となる施策を実施するために必要な県費は、今後５年間で約６０億円と試算し、単年

度平均すると約１２億円となります。

（単位：億円）

施 策 今後５年間に想定され 年間必要額

る必要額

Ⅰ 豊かな森づくり・清らかな川づくり ５５．９０ １１．１８

① 環境保全を目的とした水源林等の整備 ２５．７５ ５．１５

② 里山林の整備・利用の促進 ４．５０ ０．９０

③ 生物多様性・水環境の保全 １２．００ ２．４０

④ 公共施設等における県産材の利用促進 １３．６５ ２．７３

Ⅱ 人づくり・仕組みづくり ４．１０ ０．８２

⑤ 地域が主体となった環境保全活動の促進 ４．１０ ０．８２

合 計 ６０．００ １２．００

６ 新たな財源の必要性

（１）施策の緊急性

森林の荒廃などによる公益的機能の低下への危惧が増しており、地球温暖化防止や生物多様

性確保への対応も待ったなしの状況にあることを考慮すると、本県の自然環境を保全・再生す

るためには、これまでの既存の施策に加え、新たな施策を緊急的かつ継続的に行うことが必要

な状況にあります。

（２）県の財政状況

平成２１年度から１０年間の行財政改革の方向性を明らかにした「岐阜県行財政改革指針」

を策定し、行財政改革に取り組んでいます。このうち、特に平成２１年度から平成２４年度ま

での４年間を「緊急財政再建期間」と位置づけ、「行財政改革アクションプラン」を策定し、

徹底した行財政改革を実行しています。

この期間に、あらゆる角度から現在の財政構造を見直し、アクションプランを着実に実行す

ることにより、起債許可団体から早期に脱却し、平成２５年度当初予算での構造的な財源不足

の解消に向け、持続可能な財政基盤の確立を目指しています。

また、平成２５年度以降も厳しい財政状況が継続することを想定しています。

（３）新たな財源の確保

こうした中、これまでの既存の施策に加え、新たな施策を行う場合には、引き続き徹底した

行財政改革を行うことを前提に、新たな財源を求めざるを得ない状況にあります。

（４）国の税導入との関係

国において、地球温暖化対策税の導入が検討されており、その使途について施策の方向性が

同じものがある場合には、事業の上乗せや拡大など有効活用を図ります。
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７ 費用負担の方法

（１）県民税均等割の超過課税方式の採用

本県の恵まれた自然環境の保全、再生を通じて得られる恩恵は、全ての県民が享受して

いること、また、今後新たに必要となる施策は社会全体で支えていくことを基本的な考え

方としていることから、県民や企業に広く公平に負担いただく「県民税均等割の超過課税

方式」を採用します。

また、この方式は、既存の税制度を活用することから仕組みが簡便で、徴税コストも新たな

税制度を創設するより安価であるなどのメリットがあります。

さらに、新たな負担は、県民一人ひとりが本県の恵まれた自然環境の価値やそれらを保全・

再生することの重要性に対する理解・関心をより一層深め、森づくり・川づくりに積極的、主

体的に参画しようとする意識の醸成につながることが期待できます。

（２）低所得者への配慮

所得のない人や所得金額が一定金額以下の人は、個人県民税の均等割を非課税としており、

低所得者へ配慮しています。

（３）法人における費用負担

法人県民税の均等割は、資本金等の額に応じて段階的に設定されており、公平性を保つため、

現行の均等割額に同率で上乗せすることとします。

（４）県外下流域からの協力

本県の自然が持つ公益的機能の恩恵は、単に岐阜県民だけにとどまるものではなく、特に

「水」を通して県外下流域の住民にも広く及ぶものです。

このため、他県の住民に対して課税を求めることはできないものの、上下流域の相互理解を

深め、県外下流域から本県の森づくりや川づくりに対して協力が得られる取り組みを進めてい

く必要があります。

○ 平成２０年度から導入された「ふるさとぎふ振興寄付金（ふるさと納税制度）」を活

用して、本県に多くの寄付が寄せられるよう取り組む。

○ 現在実施されている下流域の関係団体や住民等による交流活動を活発化させる。

（例）飛越源流の森づくり（富山市民と高山・飛騨市民による森林保全活動）

森・川・海～清流がつなぐ未来の森造成運動（三重県漁連と白川町民等による森林保全活動）

森の健康診断（東濃地域などにおいて上下流の住民が協働で森林の荒廃状況を把握）

企業との協働による森林づくり（県内外の企業の社員とその家族による県内での森林保全活動）

清流の国ぎふづくり上下流交流ツアー（ＮＰＯ等と連携した体験活動を盛り込んだ交流ツアー）

飛越源流の森づくり 清流の国ぎふづくり上下流交流ツアー
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８ 税 率

税率は、必要な県費及び現行の県民税の個人分と法人分の税収割合が概ね５：１であること

を考慮して、下記のとおり設定します。

【個人】 年額 1,000円（現行の均等割額 1,000円）

［納税義務者］

（その年の１月１日現在で）

県内に住所、家屋敷または事務所などを有している人

※納税義務者のうち、次の①、②、③のいずれかに該当する人、税法上の控除対象

配偶者・扶養親族を有する人で③に該当する方には課税されない。

① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

② 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が１２５万円

以下の人

③ 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人

＜納税者数 約100万人＞

【法人】 年額 現行の均等割額の10%相当額 2千円～8万円

（現行の均等割額 2～80万円）

区 分 税 率 現行の均等割額

（資本金等の額の区分） （年 額） （年 額）

１千万円以下 2,000円 20,000円

１千万円超 ～ １億円以下 5,000円 50,000円

１億円超 ～ １０億円以下 13,000円 130,000円

１０億円超 ～ ５０億円以下 54,000円 540,000円

５０億円超 80,000円 800,000円

［納税義務者］

県内に事務所、事業所などを有している法人 ＜約４万７千法人＞

９ 徴収方法

（１）個人の場合

個人県民税に上乗せして徴収します（個人県民税は、個人市町村民税と合わせて市町村が徴

収し、県に払い込みます）。

○給与所得者については、６月から翌年５月までの12回に分けて雇用主が給与から特別徴

収して市町村に納入

○４月１日現在、65歳以上の公的年金等の受給者については、４月から翌年２月までの６

回に分けて公的年金等から引き落として（特別徴収）市町村に納入

○個人事業者等（給与所得者又は公的年金等の受給者以外の者）については、原則として

年４回の納期（６月、８月、10月、翌年１月）に分けて、市町村から送付される住民税

の納税通知書により市町村へ納付
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（２）法人等の場合

法人県民税の申告納付の際に併せて県が徴収します。

１０ 課税期間

課税期間は５年間とします。

（１）課税期間設定の必要性

森林・環境税は、環境保全という政策目標を達成するものであるため、一定期間を経た段階

で、施策の効果を検証し、必要に応じて制度の見直しを行います。

（２）課税期間５年間の妥当性

環境保全のための施策は、その効果を図るうえで、ある程度長い期間を要するものですが、

事業の進捗状況や社会経済情勢等の変化を踏まえる必要があることから、５年程度が適当であ

ると考えます。

県森林づくり基本計画や県環境基本計画など環境保全に関する計画においても、その実施期

間を５年としているものがほとんどです。

１１ 管理方法等

（１）基金設置による使途の管理

県民税はその使途を特定されない普通税であるため、そのままでは徴収した税収は既存の普

通税と区分されません。

新たな財源として上乗せする税収と既存の税収を区分し、その使途を県民に対して明確にす

るため、新たに基金「清流の国ぎふ森林・環境基金」を設置し、税収相当額から賦課徴収に要

する費用を控除した後の額を積み立てて、毎年度必要となる額を取り崩して施策に充当するこ

ととします。

（２）使途事業実施に伴う透明性の確保

県民意見の反映や事業過程の透明性を確保するため、外部有識者や県民の代表等を構成員と

する第３者機関を新たに設置し、使途事業への意見や提案、事業実施後の評価を行います。

毎年実施する使途事業の内容及び結果については、県民に対して公表します。

（３）効果の検証

課税期間中に使途事業の達成状況や効果を検証し、継続等の見直しを行います。
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［森林・環境税による事業の流れ（イメージ図）］



■森林・環境税活用想定事業（平成２４年度～２８年度 ５カ年計画 案） 一覧表
H24.2.24

施策の柱 ５年間必要額
（千円）

事業主体 ５年間事業量 H２４事業費
（千円）

H２４事業量

１ 環境保全を目的とした
水源林等の整備

2,575,000
市町村、
林業事業体 等

１５，０００ha 358,000 ２，２００ha

市町村 １５０ha 10,000 ２０ha

市町村 提案事業数による ６に計上 提案事業数による

２ 里山林の整備・利用の
促進

450,000
市町村、
各種団体

２，０００ha 58,000 ２８０ha

県 ５箇所 3,800 １箇所

市町村 提案事業数による ６に計上 提案事業数による

３ 生物多様性・水環境の
保全

1,200,000
ぎふの清
流保全事
業

NPO、行政 等 ５流域 27,300 ２流域

県 １箇所 15,700 １箇所

市町村
捕獲頭数

特定鳥獣保護管理計画
に定める数

捕獲頭数
特定鳥獣保護管理計

画に定める数

市町村
捕獲オリ ５００基
処理設備 ５０基

捕獲オリ １００基
処理設備 １０基

市町村 ２５人 ５人

（１）環境保全林整備事業
・水源林、渓畔林、奥山林等の間伐の助成

具体的施策

（２）水源林公有林化支援事業
・森林の公有地化の助成

ぎふの恵
みの環境
保全林整
備事業

ぎふの恵
みの里山
林整備事
業

（３）清流の国ぎふ市町村提案事業
・環境保全を目的とした水源林等の整備において

市町村が特に必要と考える事業に対する助成

（１）里山林整備事業
・里山林の整備（侵入竹の除去、森林病害虫の防除、広葉樹等の

植栽、修景、不要木の除去等）の助成

（２）環境保全モデル林整備事業
・環境モデル林の指定と計画策定

（３）清流の国ぎふ市町村提案事業
・里山林の整備・利用の促進において
市町村が特に必要と考える事業に対する助成

（１）流域清掃活動推進事業
・流域協働による河川清掃の助成

（２）イタセンパラ域外保全推進事業
・イタセンパラ（種の保存法の国内希少野生動物種）の域外保全

（３）野生生物保護管理事業

・個体数調整のためのニホンジカの捕獲補助

15,550
・アライグマ・ヌートリアの捕獲オリ・処理設備購入補助

・有害鳥獣対策等に従事する市町村職員の育成
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■森林・環境税活用想定事業（平成２４年度～２８年度 ５カ年計画 案） 一覧表
H24.2.24

施策の柱 ５年間必要額
（千円）

事業主体 ５年間事業量 H２４事業費
（千円）

H２４事業量具体的施策

大学 １機関 20,800 １機関

県 ２５箇所 ５箇所

県 ５地区 １地区

ＮＰＯ、地域団体 等 延べ２０地区 ４地区

市町村 延べ２５市町村 ５市町村

県 ２５０箇所 50,000 ５０箇所

県、事業者、市町村、
地域住民、ＮＰＯ等で
構成される地域水質
改善協議会

１地域 2,000 １地域

県 延べ７５回 9,000 延べ１５回

市町村 提案事業数による ６に計上 提案事業数による

４ 公共施設等における
県産材の利用促進

1,365,000

市町村、
学校法人、
社会福祉法人、
医療法人 等

６５棟 85,800 ６棟

６，０００セット 9,000 ９００セット

５００セット 5,000 １００セット

市町村、
学校法人、
社会福祉法人 等

ぎふの木づ
かい環境整
備事業

（１）木の香る快適な教育施設等整備事業
・教育福祉関連施設等の木造化の助成
・教育福祉関連施設等の内装木質化の助成

（２）ぎふの木で学校まるごと木製品導入事業

・学校の机、椅子の導入の助成

・木製の学習教材の導入の助成未利用材の搬出の助成

20,700
・水田の生態系を回復する水田魚道の設置を推進

・里地の生態系を復活させるモデル的取り組みへの助成

・里地の生態系保全に取り組む市町村への助成

（６）河川魚道の機能回復事業
・地域協働を取り入れた魚道の適切な維持管理の実施

（７）地域協働水質改善対策事業
・地域が協働して取り組む水質改善に対する支援・助成

（８）上流域と下流域の交流事業
・上流域、下流域の環境を理解するツアーの実施

（９）清流の国ぎふ市町村提案事業
・生物多様性・水環境の保全において

市町村が特に必要と考える事業

（４）野生動物総合対策推進事業
・鳥獣対策に関する調査研究

（５）里地における生態系保全事業

・ため池の生態系を回復する外来種駆除などを推進
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■森林・環境税活用想定事業（平成２４年度～２８年度 ５カ年計画 案） 一覧表
H24.2.24

施策の柱 ５年間必要額
（千円）

事業主体 ５年間事業量 H２４事業費
（千円）

H２４事業量具体的施策

市町村、学校法人 等
ボイラー １０施設
ストーブ ５００基 43,105

ボイラー １施設
ストーブ １９１基

市町村 ２０，０００ｔ 4,245 ３，１３０ｔ

市町村 提案事業数による ６に計上 提案事業数による

５ 地域が主体となった
環境保全活動の促進

410,000 市町村 提案事業数による ６に計上 提案事業数による

法人、団体 等 １００地域・箇所 12,000 ２０地域・箇所

県（小・中・高校、保育
所、幼稚園等）、学校
法人

４００校・箇所 7,500 ８０校・箇所

県 一式 一式

市町村、団体 等 ４５団体 ９団体

県 ５回 １回

市町村、団体 等 １５団体 ３団体

県 一式 1,000 一式

県 一式 一式

県 １５回 ３回
1,500

5,000

・エコツーリズムに取り組む団体の支援

みんなで
支える森・
川づくり事
業

（４）清流の国ぎふ市町村提案事業
・公共施設等における県産材の利用促進において

市町村が特に必要と考える事業

・未利用材の搬出の助成

5,000

（６）清流の国ぎふ森林・環境税事業推進事業

・木質バイオマス利用施設の導入の助成

（１）清流の国ぎふ市町村提案事業
・地域が主体となった環境保全活動において

市町村が特に必要と考える事業

・エコツーリズム連携会議の開催

（３）木質バイオマス利用施設導入促進事業

（５）エコツーリズム促進事業

（３）森と木と水の環境教育支援事業
・森・川・海・里山に関する環境教育活動の実施
・森林・河川・海辺・里山保全活動の実施

・カーボン・オフセットの普及、Ｊ－ＶＥＲの販売促進

・清流の国ぎふ森林・環境税の広報ＰＲ

（２）森・川づくり地域活動支援事業
・地域の森づくりや川づくり等環境保全活動に対する助成

・第３者機関による事業評価委員会の開催

（４）森から生まれる環境価値普及促進事業

・カーボン・オフセットを行う団体の支援

・生物多様性に係る専門家の派遣事業
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■森林・環境税活用想定事業（平成２４年度～２８年度 ５カ年計画 案） 一覧表
H24.2.24

施策の柱 ５年間必要額
（千円）

事業主体 ５年間事業量 H２４事業費
（千円）

H２４事業量具体的施策

６ 市町村が提案する
事業への助成

市町村 提案事業数による 100,000 提案事業数による

総 計 6,000,000 870,000

清流の国ぎふ市町村提案事業
・１－（３）、２－（３）、３－（９）、４－（４）、５－（１）に掲げる事業
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