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◎特集　木を使うということ

と
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
昨
冬
の
大
雪

で
倒
れ
た
ま
ま
の
木
や
、
茶
色
く
枯

れ
た
木
を
見
か
け
ま
す
。
林
業
の
衰

退
が
言
わ
れ
て
久
し
い
現
在
、
多
く

の
人
が
町
内
の
山
が
荒
れ
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

国
内
外
で
、
森
林
を
守
る
動
き

　
も
ち
ろ
ん
、
山
の
荒
廃
は
内
子
町

だ
け
に
限
っ
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
す
で
に
日
本
だ
け
で
な
く
、
世

界
中
で
森
林
を
守
る
取
り
組
み
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
国
連
総
会
の
決
議
に
基

づ
く「
国
際
森
林
年
」
で
す
。
国
際

森
林
年
は
、
世
界
中
の
森
林
の
持
続

可
能
な
経
営
・
保
全
の
重
要
性
に
対

す
る
認
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
は

「
森
を
歩
く
」
を
テ
ー
マ
に
、「
未
来

に
向
か
っ
て
日
本
の
森
林
を
生
か
そ

う
」「
森
林
・
林
業
再
生
元
年
」を
合

言
葉
に
掲
げ
て
、
積
極
的
な
活
動
を

行
う
予
定
で
す
。

　
ま
た
21
年
12
月
に
は
農
林
水
産
省

が「
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
」
を

策
定
し
、
10
年
後
の
木
材
自
給
率
50

㌫
以
上
を
目
指
し
た
体
制
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
も
い
ま
一
度
、
身
近
な
山

に
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。

山
が
荒
れ
て
い
る

　
山
々
に
囲
ま
れ
た
ま
ち
、
内
子
町
。

梅
雨
の
季
節
を
迎
え
、
町
全
体
が
一

層
鮮
や
か
な
緑
色
に
包
ま
れ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、
遠
い
祖
先
の
代
か

ら
山
と
関
わ
り
、
そ
の
恵
み
を
受
け

な
が
ら
生
活
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
今
、
山
道
を
通
っ
て
み
る

幾重にも連なる山々に包まれるよ
うにしてある集落。写真は立石地
区から見た小田地区

木
を
使
う
と
い
う
こ
と

特
集　

　
町
産
材
の
利
用
促
進
を
目
指
し
て
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山
を
守
る
こ
と
は
、

地
域
の
環
境
を
守
る
こ
と

　

荒
れ
た
山
は
、
環
境
面
で
も
さ
ま

ざ
ま
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
保

水
力
の
低
下
な
ど
に
よ
る
土
砂
災
害

の
増
加
で
す
。
手
入
れ
さ
れ
な
い
ま

ま
放
置
さ
れ
た
山
は
、
木
々
が
密
集

し
て
光
が
地
面
ま
で
届
か
な
い
た
め

下
草
が
生
え
ず
、
土
が
む
き
だ
し
の

状
態
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
大
雨

が
降
る
と
水
を
蓄
え
て
お
く
こ
と
が

で
き
ず
、
土
砂
崩
れ
や
河
川
の
氾
濫

な
ど
の
危
険
性
が
高
ま
る
の
で
す
。

町
内
で
も
近
年
、
大
規
模
な
土
砂
災

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
少
雨
時
の
渇
水
や
、
河

床
へ
の
土
砂
の
堆
積
な
ど
に
も
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
動
植
物
の
多
様
な
生
態

系
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
緩
和
、

環
境
学
習
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
場
な

ど
、
山
は
多
面
的
な
機
能
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　

山
を
守
る
こ
と
は
、
林
業
な
ど
に

携
わ
る
人
た
ち
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
地
域
全
体
の

環
境
を
守
る
こ
と
。
一
人
一
人
が
そ

の
認
識
を
持
っ
て
山
と
向
き
合
っ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

木
を
使
い
、
山
を
生
か
す

　

い
ま
多
く
の
山
が
荒
れ
て
い
る
の

は
、
需
要
が
少
な
い
た
め
に
、
せ
っ

か
く
育
て
た
木
を
伐
採
し
て
出
荷
し

て
も
採
算
が
合
わ
ず
、
多
く
の
林
家

が
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
山

を
離
れ
、
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
く

な
っ
た
た
め
で
す
。

　

こ
の
現
状
を
改
善
し
、
内
子
町
の

山
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
私
た

ち
の
身
近
に
あ
る
木
材
の
利
用
促
進

を
図
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

内
の
人
工
林
の
多
く
は
戦
後
に
植
林

さ
れ
た
も
の
で
、
約
７
割
が
利
用
可

能
な
時
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

需
要
と
供
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

　

し
か
し
実
際
に
は
、
国
内
材
の
需

要
は
少
な
く
、
輸
入
材
の
方
が
多
く

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大

規
模
で
合
理
的
な
林
業
経
営
が
可
能

な
外
国
か
ら
は
、
一
定
の
品
質
の
木

材
を
大
量
か
つ
安
定
的
に
仕
入
れ
る

こ
と
が
で
き
、
利
用
す
る
側
に
と
っ

て
便
利
な
こ
と
な
ど
が
理
由
で
す
。

近
年
は
輸
入
量
が
や
や
減
っ
て
き
て

い
る
も
の
の
、
21
年
の
国
内
材
の
自

町
の
面
積
の
４
割
が
人
工
林

　

内
子
町
は
、
町
の
面
積
の
80
㌫
近

く
を
山
林
が
占
め
て
い
ま
す
。
人
工

林
は
42
．７
㌫
で
、
主
に
ス
ギ
と
ヒ

ノ
キ
が
育
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
愛
媛

県
全
体
の
人
工
林
で
は
ヒ
ノ
キ
の
育

成
が
45
㌫
と
最
も
多
く
、
次
い
で
ス

ギ
が
44
㌫
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
内

子
町
で
は
ス
ギ
が
圧
倒
的
に
多
い
の

が
特
徴
で
す
。

利
用
可
能
な
木
が
７
割
以
上

　

人
の
手
で
植
え
た
木
が
建
築
な
ど

に
使
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

約
40
年
か
か
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
町

給
率
は
27
．８
㌫
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。

山
の
高
齢
化

　

一
方
、
日
本
の
森
林
資
源
の
成
長

量
は
年
間
約
８
０
０
０
万
㎥
。そ
の
う

ち
、国
内
材
の
供
給
量
は
１
９
０
０
万

㎥
で
、
成
長
量
の
４
分
の
１
か
ら
５

分
の
１
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
工
林
は
、
成
長
し
た
木
を
伐
採

し
、
そ
の
後
に
ま
た
新
た
な
苗
木
を

育
て
る
こ
と
で
循
環
し
ま
す
。
し
か

し
成
長
し
た
木
が
利
用
さ
れ
な
い
ま

ま
で
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
と
、
山
の

高
齢
化
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

㊤長い間手入れされていない山。
下草が育たず、竹が浸食している
㊦大雨によって土砂崩れをおこし
た人工林（水地地区・平成 16 年）

　７年ほど前から輸入材をすべてなくし、四国産の木材を使用し
て、地元職人の手で建てる「地産地消」の家づくりを行っていま
す。日本の木材は画一的な輸入材と違ってクセがあり、扱いにく
いのですが、逆にそれを生かして使いこなしてきた職人の技術が
あります。地産地消によって、「物」だけでなく、それらの「人財」
や「技」も大切に受け継いでいきたいと考えています。
　しかし今、町内の山の多くは手入れがされておらず、私たちが
求める木材がなかなか手に入らない状況です。手遅れにならない
うちに、今こそきちんと山の手入れを行い、良材を育てることが
町産材の需要を増やすために重要だと思います。

㈱西渕工務店代表取締役　西渕菊
きく

寿
とし

さん

需要増加のためにも、今こそ手入れが必要 木を使うことで
山が守られる
　内子町の山の現状を、知っていますか。山は、林業に携わる人た
ちだけでなく、私たち一人一人の暮らしに深く結びついています。
山を守るためにできることとは…

（国有林）
42.78 ㎢

その他 8.41 ㎢
天然林
52.12 ㎢

人工林
127.91 ㎢
（42.7%）

■内子町の森林面積

内子町の面積　299.5㎢
うち、山林　231.24㎢

（77.2%）
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■木材供給量（用材）と自給率の推移　全国

［林野庁　「木材需給表」］
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■内子町の樹齢別構成面積　人工林

利用可能な木
８齢級以上

74％
（１齢＝５年）

［産業振興課調べ　平成 22 年４月現在］

■成長量に対する供給量の割合（全国・平成20年）

年間成長量　約 8000 万㎥ 国内材供給量
約 1900 万㎥

（20 ～ 25％）

［林野庁　「森林・林業基本計画」「木材需給表」］
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木造住宅の建築費
　木造住宅を建てる場合、木材代が高いと思われがちですが、一
般的な住宅（33 坪）の木工事は全体の 33㌫、うち木材の材料代は
25 ～ 35㌫で、工事費全体の８～ 11㌫となっています。

経費 1.97%
雑工事 8.38%

内装工事 8.51%

塗装工事 3.84%

建具工事
15.28%

左官工事 7.62%

タイル工事
2.74%

板金工事
3.03%

屋根工事 4.39%

木工事
33.52%

基礎工事 5.07%
仮設工事 5.65%

その他 5%

労務費
65%

材料費
30%

　

木
材
を
使
う
こ
と
に
は
、
大
き
く

三
つ
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。

一
、
環
境
を
守
る

　

今
、
多
く
の
山
は
手
入
れ
が
行
き

届
か
ず
、
荒
れ
た
状
態
で
す
。
木
を

使
う
こ
と
で
、
山
は
き
れ
い
に
な
り

ま
す
。
土
砂
災
害
な
ど
を
防
ぐ
だ
け

で
な
く
、
川
の
水
、
海
の
恵
み
、
周

辺
に
暮
ら
す
私
た
ち
の
生
活
な
ど
、

す
べ
て
の
環
境
に
連
鎖
的
に
良
い
影

響
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

二
、
地
域
を
活
性
化
す
る

　

例
え
ば
家
を
１
軒
建
て
る
た
め
に

は
、
木
を
育
て
る
人
・
切
り
出
し
て

製
材
す
る
人
・
大
工
さ
ん
・
左
官
さ

ん
・
内
装
業
者
な
ど
、
多
く
の
人
が

関
わ
り
ま
す
。
地
域
の
木
材
を
、
地

域
内
で
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
産
業
が
活
性
化
し
、
雇
用

の
創
出
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
に
あ
る
資
源
＝
木
材
を
活
用

す
る
こ
と
は
、
町
を
元
気
に
す
る
有

効
な
手
段
の
一
つ
で
す
。

三
、
心
身
を
健
康
に
す
る

　
「
木
の
温
も
り
」な
ど
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
木
に
は
自
然
素
材
な
ら
で

は
の
味
わ
い
や
良
さ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
有
害
物
質
を
含
ま
ず
、
湿
気
を

吸
収
す
る
な
ど
の
特
性
か
ら
、
健
康

に
も
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
木
造
の
家
で
、
木
に
触
れ

な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
と
、
自
然
と

の
つ
な
が
り
や
、
古
来
か
ら
受
け
継

が
れ
て
き
た
日
本
の
木
の
文
化
な
ど

を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
近
年
は
子
育
て

や
教
育
の
面
で
も
、
木
の
良
さ
が
見

直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
、
日
本
で
は
木
を
育
て
る
こ

と
に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
生
長
し
た
木
を
使
い
な
が

ら
、
自
然
の
循
環
を
保
つ
こ
と
が
必

要
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
県
や
各
市

町
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
き
っ
か

け
に
、
地
域
の
木
材
を
１
本
で
も
多

く
使
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

内子町産材利用木造住宅の建築促進事業
　内子町産材を使用して木造住宅を新築する人に、主要部材
１㎥につき 28,000 円を補助します。（上限 70 万円）
◎対象となる住宅
⑴町内で、在来工法（軸組工法）で新築される一戸建て住宅で、
　延べ床面積が 66㎡以上である住宅
⑵柱材など主要部材の 70％以上に町産材を使用し、町内の製
　材所、工務店、大工などを利用して建てる住宅
⑶ ｢内子町景観まちづくり条例」に適合し、屋根を日本瓦ぶ
　きとする住宅
◎内子町役場産業振興課　林業振興係（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１２３

えひめ材の家づくり促進支援事業
　県産材を使用して木造住宅を新築する人に、県産の柱材 80
本（約１棟分）を無償提供します。（上限 184,000 円）

愛媛県地域材利用木造住宅
建設促進資金利子補給金交付制度
　住宅ローンの返済で支払った５年間の利子の一部が戻って
きます。（指定金融機関融資を受ける場合）

「えひめ地域材の家」建設推進事業
住宅ローンの金利が優遇されます（協定金融機関）

◎愛媛県林材業振興会議（「木と暮らしの相談窓口」）
☎０８９（９４１）０１６５

［出典：『えひめ「木」のいえ　住み継ぐ家』（愛媛県産材住宅モデル展示協議会・愛媛県林材業振興会議発行）］

［資料：㈶日本木材総合情報センター］

「木材を使うということ」への意識を 最
も
木
を
使
う
の
は

木
造
の
家
を
建
て
る
こ
と

　

現
在
、
す
べ
て
の
木
材
需
要
量
の
う
ち
７
割
は
住
宅
と
し
て
の
需
要
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

町
内
産
の
木
材
を
使
っ
た
家
が
多
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
地
域
の
山
を
守
る
た
め
に

よ
り
効
果
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
家
を
建
て
る
こ
と
は
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
大
仕

事
。
そ
れ
だ
け
の
魅
力
が
な
け
れ
ば
、
使
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

木
を
使
う
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
魅
力
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局
　大洲森林林業振興班　主席普及指導員

　佐々木秀
ひで

和
かず

さん

地域の木材利用推進のための取り組み 　愛媛県 　内子町

地球温暖化の防止効果
　木は、地球温暖化の主な原因である二酸化炭素（ＣＯ２）を大気中から取り込み、炭
素（Ｃ）として体内に蓄えます。蓄えられた炭素は、木材となってもそのまま内部に
とどまるため、木造住宅は第二の森林の役割を果たします。
　また、木は若い間に最も多くの二酸化炭素を吸収するため、成長した木を伐採し
て新たに苗を育てることで、より多くの二酸化炭素を吸収することができます。

ＣＯ２

Ｏ２

Ｃ

二酸化炭素

木造住宅 鉄筋コンクリート造
住宅

鉄骨プレハブ
住宅

炭素

酸素
■住宅中に蓄えられる炭素量（床面積136㎡）

６ t 1.5t 1.6t

気候・風土にあった家
　地域で育った木材を使い、地域で受け継がれてきた工法や技術
を用いて家を建てることで、その土地の気候・風土に合った家づ
くりができます。
　さらに木材ならではのさまざまな特性は、住宅に適した素材と
して再評価されています。

□湿気を吸収・放出し、
　ほどよい湿度に調節する
□熱を伝えにくく、
　暖かさを保つ

□木材の表面は光を拡散し、反
　射を抑えるため、目に優しい
□音を適度に吸収し、まろやか
　で聞きやすい音にする
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◎特集　木を使うということ

　
「
山
が
好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
ん
」

と
い
う
奥
田
義
一
さ
ん
。
若
い
頃
は

栗
の
生
産
な
ど
も
を
手
掛
け
て
い
ま

し
た
が
、
40
歳
ご
ろ
か
ら「
山
一
筋

で
や
っ
て
い
こ
う
」
と
決
心
。
お
じ

い
さ
ん
の
代
か
ら
受
け
継
い
だ
12
㌶

ほ
ど
の
山
を
、
今
は
55
㌶
に
ま
で
増

や
し
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
育
て
て
い

ま
す
。

　

当
初
は
、
木
材
の
価
格
が
下
が
り

始
め
て
い
た
時
期
。
で
も
奥
田
さ
ん

は
、「
ま
だ
育
て
る
段
階
だ
っ
た
か

ら
、
あ
ま
り
気
に
し
て
な
か
っ
た
」

と
い
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
30
年
間
。

５
年
、
10
年
単
位
で
計
画
を
立
て
、

植
林
、
下
草
刈
り
、
生
育
の
悪
い
木

の
除
伐
や
間
伐
、
枝
打
ち
、
伐
採
、

出
荷
と
、
す
べ
て
の
作
業
を
一
人
で

こ
つ
こ
つ
と
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
「
林
業
で
生
活
し
て
い
く
の
は
厳

し
い
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
自
分
は

今
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
し
、
こ
れ

か
ら
も
や
っ
て
い
く
自
信
が
あ
る
」

と
話
す
奥
田
さ
ん
。「
時
代
に
よ
っ

て
求
め
ら
れ
る
材
も
変
わ
る
。
良
い

木
を
育
て
れ
ば
、
今
も
需
要
は
あ

る
。
ど
う
や
っ
て
使
っ
て
も
ら
え
る

木
材
を
作
る
か
、
林
家
も
努
力
を
し

な
け
れ
ば
」。
そ
う
言
っ
て
、
今
日
も

山
へ
と
出
か
け
て
い
き
ま
す
。

愛
情
と
、
誇
り
を
持
っ
て

使
っ
て
も
ら
え
る
木
を
育
て
て
い
ま
す

林
家　

奥
田
義よ

し

一か
ず

さ
ん　

71
歳（
道
徳
）

　子どもの頃からずっと木造の家で暮らしてきたので、
新しく家を建てるときも木造の家にしたいと考えていま
した。また、祖父や父が代々育ててきてくれた山があり、
その木を使いたいという思いがありました。今の時代で
は輸入した木材を買う方が費用が安い場合もあります
が、将来のためを思って山の手入れをしてくれた祖父た
ちの思いを継ぐことができて良かったと思っています。
新しい家で、今は息子家族が生活しています。

　家のたたずまいや生活面での「落ち着き」を大
切にしたいと、昔ながらの日本家屋を希望してい
ました。そんなときに広報紙で補助制度のことを
知り、建設会社に相談して町産材を利用すること
にしました。
　建設会社も製材所もすべて地元業者にお世話に
なりましたが、社長さんや従業員さんに「利用し
てくれてありがとう」と声を掛けてもらったり、
棟上げには大勢の地域の皆さんに集まっていただ
いたりして、とてもうれしく思っています。せっ
かく内子町には山があり、林家も多いのですから、
町産材を利用することで少しでも環境保全や林業
の活性化などに役立てばと願っています。

延べ床面積　109.2㎡
町産材の使用量　19.51㎥
町産材の種類　スギ・ヒノキ
使用率（主要部材）　 100％

延べ床面積　117.32㎡
町産材の使用量　20.25㎥
町産材の種類　スギ・ヒノキ
使用率（主要部材）　100％

○施主　大森昭
あき

男
お

さん
　　　　妻　美

み

代
よ

子
こ

さん　（亀ヶ谷）

○施主　圡井好
よし

幸
ゆき

さん　（富中）
　　　　長男家族　将

まさ

志
し

さん、真
ま

由
ゆ

美
み

さん、勝
かつ

揮
き

くん

内子の木、使っています
　町内では、補助制度を利用して21 ～ 22年度に15軒の町産材を使った木造住
宅が建てられました。利用者の声を紹介します。
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