
　
1
5
8
5
年
に
土
佐
の
豪
族
「
伊
藤

（
東
）
近
江
守
祐
晴
」
に
よ
り
開
拓
。
山

の
斜
面
に
開
墾
さ
れ
た
田
畑
が
千
町
歩

（
約
1
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
も
あ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
広
い
と
こ
ろ
か
ら
名

が
付
け
ら
れ
た
と
い
い
、
標
高
1
5
0
m

か
ら
5
0
0
m
の
間
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

お
米
を
作
る
た
め
に
、
一
つ
一
つ
山
を
削

り
、
斜
面
に
石
を
積
み
、
水
田
を
広
げ
て

い
き
ま
し
た
。
最
盛
期
に
は
約
60
ヘ
ク
タ

ー
ル
、
2
5
0
0
枚
の
棚
田
が
広
が
っ
て

い
ま
し
た
。
山
腹
の
至
る
と
こ
ろ
に
湧
水

が
あ
り
、
き
れ
い
な
水
と
一
日
の
寒
暖
差

が
大
き
い
こ
と
で
、
お
米
の
お
い
し
さ
に

は
定
評
が
あ
り
ま
す
。
2
0
2
2
年
に
は

「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
〜
ふ
る
さ
と
の
誇
り

を
未
来
へ
〜
※
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

※ 

全
国
で
は
2
7
1
カ
所
。
県
内
で
は
５
カ
所

執
念
が
生
ん
だ
千
町
の
棚
田

1955年ころの農作業の様子。牛にワクをひかせて
田んぼをならし、手作業で田植えをしています
【早田清美写真集「千町棚田 50 年」より】

山の斜面にいくつもの田畑の石垣が残る、千町地区（旧加茂村）にある棚田。
日本一ともいわれる広さを誇る棚田でしたが、過疎・高齢化にともなって
現在は約８割が耕作放棄地です。棚田は全国的にも約40％以上が消えているといわれています。
2019年には、棚田を継承するために「棚田地域振興法」が施行されました。
棚田はどこか「懐かしい」と感じる日本の原風景であり、先人の知恵と努力が詰まった大切な財産。
これを未来につなごうと、棚田で汗を流す人々を訪ねました。

未来へつなぐ千
せ ん じ ょ う

町の棚田
特集
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耕
作
面
積
が
60
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
約
10
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
。
耕
作
放
棄
地
が
増
え
る
と
、

草
や
放
置
竹
林
も
増
え
ま
す
。
棚
田
が
機

能
し
な
い
と
土
砂
災
害
に
つ
な
が
っ
た
り
、

水
源
か
ん
養
の
機
能
を
失
う
こ
と
に
。

１
9
5
0
年
こ
ろ
は
96
世
帯
、
約
5
0
0

人
い
た
住
民
も
現
在
は
９
世
帯
、
15
人
。

水
田
を
戻
す
に
は
約
２
年
か
か
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
傾
斜
地
に
あ
る
棚
田
は
不

便
で
一
枚
一
枚
の
面
積
が
小
さ
く
、
労
力

が
必
要
な
た
め
、
過
疎
・
高
齢
化
に
伴
い
、

保
全
が
ま
す
ま
す
困
難
に
。

棚田とは
山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた
水田。１枚の水田の面積は狭く、これが規則
正しく並び、山の斜面を覆います。
▶棚田の役割
①水源かん養
②国土保全
　（土砂流出防止）
③生物多様性保護
④地球温暖化防止
⑤保健休養機能
⑥食糧生産機能
⑦里山景観

11

至松山

加茂川橋

伊曾乃神社

松山自動車道 中野大橋

JR予讃線

黒瀬ダム

荒川二号

中野

加
茂
川

千町の棚田

N

194

千町の棚田へのアクセス
国道11号線加茂川橋交差点を国道194号線（そ
らやま街道）に入る。千町・藤之石本郷方面
の表示板（写真下）が見える交差点を左折

上の方は耕作放棄地。石垣が見えない状態に

1975年ころの千町地区

千
町
の
棚
田
の
現
状

千町の棚田は
標高差350mの範囲に
石積みの棚田が
2,500枚！

耕
作
放
棄
地
が
約
８
割

千
町
地
区
の
住
民
が
激
減
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棚田を守る理
わ け

由
千町の棚田で活動する団体の一つ、NPO法人うちぬき21
プロジェクトの千町棚田チーム（以下、チーム）。
棚田保全を目的に2018年から本格的に活動しています。
その中心にいる、住民の山内隆彦さんと西条農業高校で
教諭を務める成髙久豊さん。活動の原動力と思いとは。

先
人
が
残
し
た
特
別
な
場
所

ふ
る
さ
と
へ
戻
る
決
断

　　「
18
歳
で
『
こ
ん
な
と
こ
い
や
だ
』

っ
て
出
て
い
っ
た
」。
高
校
ま
で
千
町

地
区
で
暮
ら
し
、
卒
業
後
は
ふ
る
さ
と

を
離
れ
、
県
外
で
働
い
て
い
た
山
内
隆

彦
さ
ん
。
地
元
を
離
れ
て
い
る
う
ち
に

少
し
ず
つ
ふ
る
さ
と
へ
の
思
い
に
変
化

が
。「
帰
省
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
千

町
へ
の
思
い
が
徐
々
に
変
化
し
『
こ
の

場
所
は
や
は
り
特
別
だ
』
と
思
い
始
め

た
」。
千
町
の
変
わ
っ
て
行
く
姿
に
心

痛
め
る
中
、
４
年
前
に
父
の
介
護
の
た

め
に
急
遽
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
。「
親

父
が
貸
し
て
い
た
土
地
と
か
で
、
成
髙

先
生
ら
が
必
死
に
作
業
し
て
い
る
姿
を

見
て
い
る
と
、
こ
こ
を
潰
す
わ
け
に
は

い
け
な
い
、
残
る
し
か
ね
え
よ
な
」
と

仕
事
を
辞
め
45
年
間
離
れ
て
い
た
ふ
る

さ
と
へ
戻
る
決
心
を
し
ま
し
た
。
　

　
最
近
で
は
「
千
町
を
知
る
」
き
っ
か

け
に
し
て
ほ
し
い
と
、
自
宅
の
隣
に
体

験
ハ
ウ
ス
「
Rリ
セ

ッ

ト

E
S
E
T
」
を
開
設
。

「
田
植
え
や
草
刈
り
だ
け
じ
ゃ
な
く
、

ち
ょ
っ
と
休
め
る
場
所
を
作
り
た
い
な

と
思
っ
て
、
１
年
間
か
け
て
空
き
家
を

改
築
し
た
。
こ
の
の
ど
か
な
雰
囲
気
を

体
験
し
、『
ま
た
来
ま
す
』
と
い
う
人

が
１
人
で
も
増
え
れ
ば
」
と
、
今
後
は

ピ
ザ
窯
や
露
天
風
呂
な
ど
も
作
っ
て
い

く
そ
う
。

　
今
後
の
思
い
を
聞
く
と
、「
自
分
の

家
か
ら
見
え
る
こ
の
石
垣
の
風
景
が
大

好
き
な
ん
だ
よ
。
昔
、
崩
れ
て
い
る
と

こ
を
直
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、

１
枚
直
す
に
も
半
年
か
か
っ
た
。
そ
れ

を
昔
の
人
は
2
5
0
0
枚
だ
な
ん
て
。

や
っ
ぱ
り
す
げ
ー
な
っ
て
。
昔
は
米
で

家
族
を
養
う
た
め
に
、
み
ん
な
必
死
に

や
っ
て
い
た
。
そ
の
努
力
の
結
晶
が
こ

の
石
積
み
棚
田
に
表
れ
て
い
る
よ
ね
。

江
戸
時
代
み
た
い
に
食
い
つ
な
い
で
い

く
棚
田
は
な
い
け
ど
、
ふ
る
さ
と
へ
の

思
い
と
、
先
人
た
ち
の
残
し
た
も
の
を

つ
な
ぐ
と
い
う
責
任
感
を
持
っ
て
、
未

来
に
つ
な
げ
た
い
」
と
笑
顔
で
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

千町地区の住民。67歳。チームのメンバー
として活動するほか千町の棚田
の魅力を知ってもらおうと今年
10月から体験ハウスを開設。
　　　　　　「R

リ セ ッ ト

ESET」の詳細は▶

山内 隆
たかひこ
彦さん

▲ ８月には体験ハウス前で、関係者を集め、
　流しそうめんイベントを開催しました

故
郷
へ
Ｕ
タ
ー
ン
。

み
ん
な
の

憩
い
の
場
所
に
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棚
田
と
の
出
会
い

次
の
世
代
へ
つ
な
い
で
い
く

　「
こ
こ
が
機
能
す
る
こ
と
で
、
西
条

の
水
と
環
境
を
守
る
ん
よ
」。
成
髙
久

豊
さ
ん
が
千
町
の
棚
田
と
出
会
っ
た
の

は
２
０
０
６
年
。「
当
時
の
校
長
が
テ

レ
ビ
番
組
の
「
Dダ

ッ

シ

ュ

A
S
H
村
」
み
た
い

に
し
よ
う
と
言
っ
た
の
が
、
活
動
の
始

ま
り
な
ん
よ
」。
当
時
西
条
農
業
高
校

で
は
、
学
校
行
事
の
一
環
で
毎
月
第
一

土
曜
日
に
生
徒
や
市
民
が
一
体
と
な
っ

て
、
千
町
で
稲
や
草
木
を
栽
培
し
て
い

ま
し
た
が
、
生
徒
数
の
減
少
な
ど
で
活

動
が
衰
退
。
成
髙
さ
ん
も
異
動
な
ど
で
、

一
度
は
棚
田
か
ら
離
れ
て
い
ま
し
た
が
、

再
び
西
条
農
業
高
校
へ
。「
戻
っ
た
と

き
に
、
棚
田
の
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
気
に

な
っ
て
い
た
。
自
分
の
ふ
る
さ
と
に
よ

う
似
と
る
ん
よ
。
な
ん
と
か
せ
な
い
か

ん
な
あ
と
思
い
ま
し
た
」。
そ
こ
か
ら

大洲市生まれ、市内在住。63歳。チームリ
ーダー。３年前に教諭を退職し、現在は西
条農業高校の再任用教諭として土木や環境
を専門に授業を行う。チームのメンバーも
募集中（℡090－4504－2391）。

成髙 久
ひさとよ
豊さん

▲ 生徒や卒業生と一緒に活動。
次世代へ技術継承も

うちぬき21プロジェクトの千町棚田チームの目的は「棚田再生と自然災害に強いまちづくり」。
活動内容は農業生産活動として米の栽培や耕作放棄地の解消、景観保全活動として石垣保全や放置竹林の整備、
そのほかライトアップイベントやうちぬきフェスティバルでのお米の販売、他地域への棚田保全団体との交流など

保
全
活
動
を
再
開
し
た
成
髙
さ
ん
。
平

日
の
授
業
の
ほ
か
休
日
も
合
わ
せ
、
週

４
回
ペ
ー
ス
で
作
業
し
て
い
ま
す
。

　
保
全
活
動
は
う
ち
ぬ
き
21
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
主
体
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

メ
ン
バ
ー
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

「
後
世
に
残
し
た
い
」
そ
ん
な
思
い
で

で
き
た
の
が
、
西
条
農
業
高
校
棚
田
チ

ー
ム
。
成
髙
さ
ん
の
指
導
の
も
と
、
生

徒
た
ち
が
活
動
し
て
い
ま
す
。「
最
近

は
卒
業
生
も
来
て
く
れ
て
、
後
輩
た
ち

に
教
え
て
く
れ
る
。
頼
も
し
い
ね
。
将

来
農
業
し
た
い
と
い
う
子
も
お
る
ん
で
、

こ
こ
で
学
び
、
自
分
の
家
の
土
地
も
守

る
し
、
千
町
も
守
っ
て
も
ら
う
と
い
う

風
に
理
想
を
持
っ
て
ね
。
僕
が
や
り
よ

る
よ
う
な
活
動
を
続
け
て
も
ら
い
た

い
」
と
棚
田
継
承
へ
の
思
い
は
誰
よ
り

も
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　「
こ
こ
に
来
た
ら
心
が
癒
や
さ
れ
る
。

第
二
の
ふ
る
さ
と
や
ね
。
最
近
で
は
地

元
住
民
の
子
ど
も
さ
ん
や
、
お
孫
さ
ん

が
草
刈
り
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
元
に

は
絶
対
戻
せ
ん
か
ら
、
つ
な
ぐ
棚
田
遺

産
に
登
録
さ
れ
と
る
範
囲
（
約
20
ヘ
ク

タ
ー
ル
）
は
石
垣
が
見
え
る
よ
う
す
る

の
が
最
大
の
目
標
で
す
」
と
成
髙
さ
ん

は
今
後
を
見
据
え
な
が
ら
、
今
日
も
棚

田
で
活
動
し
ま
す
。

思いをつなぎ、棚田を次世代へ

若
者
た
ち
と

こ
こ
を
一
緒
に

守
り
た
い
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　「
も
と
も
と
水
路
や
石
垣
な
ど
の
農

業
土
木
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
石
垣
が
形
と
し
て
残
っ
て
い
る

千
町
棚
田
で
知
識
を
深
め
よ
う
と
思
い
、

チ
ー
ム
に
入
り
ま
し
た
」
と
話
す
の
は

学
校
の
農
業
ク
ラ
ブ
の
会
長
も
務
め
る

越
智
大
心
さ
ん
。「
草
や
木
が
生
い
茂

り
、
ひ
ど
か
っ
た
で
す
ね
」
と
現
地
を

見
た
と
き
の
印
象
を
振
り
返
り
ま
す
。

　
４
人
で
本
格
的
に
活
動
し
始
め
た
の

は
３
年
生
か
ら
。
活
動
は
「
増
え
続
け

る
耕
作
放
棄
地
」
と
「
繁
殖
す
る
放
置

竹
林
」
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
棚
田
の

大
き
な
課
題
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。「
ま
ず
は
放
置
竹
林
の

位
置
を
確
認
し
、
何
十
年
か
前
の
衛
星

写
真
と
今
の
写
真
を
比
べ
て
、
ど
れ
だ

け
増
え
た
か
と
い
う
調
査
か
ら
始
め
ま

し
た
」
と
髙
橋
幸
晟
さ
ん
。
調
査
の
結

果
、
約
40
年
間
で
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
約

４
%
が
放
置
竹
林
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
判
明
。
そ
こ
で
放
置
竹
林
の
整
備
を

行
い
、
伐
採
し
た
竹
は
竹
灯
籠
の
制
作

に
活
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
啓

発
活
動
の
た
め
、
毎
年
２
月
に
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
使
う
竹
灯
篭
の
制
作
を
行
い
、

楽
し
み
な
が
ら
棚
田
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
」
と
、
８
月
に
は
田
野
地
区
の
盆

踊
り
大
会
で
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
、

竹
灯
籠
制
作
体
験
も
実
施
し
ま
し
た
。

課
題
と
向
き
合
う
　

将
来
へ
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
　

越智 大
たいしん
心さん 藤本 和

かず き
季さん 髙橋 幸

こうせい
晟さん安永 拓

たく み
海さん

西条農業高校３年生（棚田チーム）

３
年
前
に
成
髙
さ
ん
に
よ
っ
て
発
足
し
た
西
条
農
業
高
校
「
棚
田
チ
ー
ム
」。

課
題
研
究
の
一
環
と
し
て
、
今
年
は
主
に
４
人
の
生
徒
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

高
校
生
も
棚
田
で
奮
闘
中
！
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保
全
活
動
を
続
け
て
い
く
中
で
、
協

力
し
て
く
れ
る
「
人
」
が
必
要
不
可
欠

だ
と
感
じ
た
棚
田
チ
ー
ム
。
今
年
の
目

標
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
向
け
て
草
刈
り
イ
ベ
ン
ト
（
詳
細
は

９
ペ
ー
ジ
）
を
行
う
こ
と
。「
あ
っ
と

い
う
間
に
草
が
生
え
る
の
で
、
皆
さ
ん

の
協
力
が
必
要
」
と
越
智
さ
ん
。
今
後

は
イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
を
考
え
、
広
報
活

動
も
行
う
予
定
で
す
。

　
卒
業
後
は
進
学
と
就
職
と
そ
れ
ぞ
れ

の
道
を
歩
む
４
人
。
進
学
す
る
髙
橋
さ

ん
は
「
農
業
教
員
を
目
指
し
て
い
る
の

で
、
農
業
の
知
識
を
深
め
て
い
き
た
い
。

理
想
は
成
髙
先
生
の
後
を
継
ぐ
こ
と
が

で
き
れ
ば
。
ぼ
く
ら
が
続
け
て
き
た
活

動
を
次
の
世
代
に
つ
な
ぎ
た
い
」。ま
た
、

就
職
す
る
藤
本
和
季
さ
ん
は
「
市
内
で

就
職
す
る
の
で
、
社
会
人
に
な
っ
て
も

棚
田
と
か
に
来
れ
る
環
境
。
先
輩
も
休

日
と
か
に
来
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
自

分
も
そ
う
し
た
い
」
と
話
し
ま
す
。

　
成
髙
さ
ん
の
理
想
「
後
世
へ
つ
な

ぐ
」。
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
り
方
は
違
い
ま

す
が
、
卒
業
生
を
含
め
、
次
の
世
代
へ

そ
の
思
い
は
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

棚
田
チ
ー
ム
は
こ
れ
か
ら
も
保
全
活
動

な
ど
を
通
し
て
、
棚
田
の
魅
力
を
発
信

し
続
け
て
い
き
ま
す
。

将
来
へ
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
　

　西条高校では、京都大学大学院地球環境学
堂（地域資源計画論研究室）と連携し「サイ
エンスキャンプ」を2019年から実施。フィー
ルドワークで千町地区を訪れ、地域にある資
源を活用した持続的な地域社会の発展のあり
方を考えています。2020年には放置竹林を活
用したバンブーグリーンハウス（農業用ハウ
ス）を建設し、研究なども行っています。

　昨年、西条農業高校を卒業したＯＢも棚田
の保全活動に取り組んでいます。市内企業で
働く曽我優斗さんは「やっぱり高齢者が多く
て、自分たちみたいな若い人間が積極的に活
動していかないと、棚田がなくなってしてし
まう」と、学生時代の経験を通じて千町が特
別な場所だと感じたからこそ、休日になると
成髙先生の誘いで作業を手伝います。ほぼ毎
週訪れている伊藤さんは「兼業農家を目指し
ていて、将来的には棚田と祖父母が持ってい
る両方の土地を守りたい」と話します。
　後輩たちのサポートもする２人は「成髙先
生や山内さんたちと一緒に作業して『ここを
守りたい』という思いが強くなった。僕たち
や後輩など、若い世代が活動することで、多
くの人に千町棚田を知ってもらい、活動する
人を増やしたい」と意気込みます。

これからも棚田を守りたい！

曽我 優
ゆう と
斗さん伊藤 誉

よ し ふ み
司史さん

南海放送でも特集！

  南海放送 ｢NEWS CH.4」では

昨年から高校生たちの作業の様子

を四半期ごとに放送｡
過去の放送動画は、
Youtubeで公開中

●西条高校×京都大学も活動！

●卒業後も棚田をサポート！
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　僕ら子どもの時やと、70年も前くらいだ
けど、稲刈りをする時期はもう見渡す限り、
黄
こが ね い ろ

金色やった。田んぼが2,500枚ぐらいあ
ったかな。でも、年数を重ねるごとに、人
も風景も変わっていった。住民もよけおっ
たけど、今は10人くらい。
　ここ千町での経験は子どもたちにとって
も、きっと特別なものになると思うので、

僕も活動に参加したいけど、体調の関係も
あって今は応援する立場。NPOとか大学
とか銀行とか、いろんな団体がそれぞれ活
動しているので、自治会長として住民の間
に立って見守っていきたい。
　全部を戻すことは不可能ですが、いろん
な人が関わって、少しでも活気のある千町
地区でありたいですね。

棚田を未来へつなぐために

千町自治会長
伊藤 友

ともゆき
之さん

　
全
国
の
棚
田
を
見
て
み
る
と
、
東
日

本
の
多
く
は
土
で
、
西
日
本
の
多
く
は

石
垣
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
垣
は
手

間
が
掛
か
り
ま
す
が
、
広
い
水
田
面
積

が
取
れ
る
の
が
メ
リ
ッ
ト
。
千
町
の
棚

田
の
第
一
印
象
は
石
垣
の
積
み
方
が
も

の
す
ご
く
個
性
的
で
立
派
だ
な
と
。
全

国
の
棚
田
を
何
箇
所
も
見
て
い
ま
す
が
、

地
域
ご
と
に
だ
い
た
い
同
じ
積
み
方
を

し
て
い
ま
す
。
千
町
の
場
合
は
、
積
ん

だ
農
家
の
個
性
が
表
れ
て
い
て
、
見
え

方
が
違
う
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
き
れ
い

で
す
ね
。
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
で

あ
り
、
魅
力
的
な
部
分
で
す
。

　
全
国
の
水
田
の
約
１
割
が
棚
田
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
４
分
の

１
が
耕
作
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
棚
田
を

守
る
に
は
、
ま
ず
は
関
心
人
口
を
増
や

す
こ
と
。
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
で
す
。
例
え
ば
、
フ
ッ
ト
パ
ス

（
散
歩
道
）
を
作
る
の
も
一
つ
の
手
段
。

行
く
き
っ
か
け
と
い
う
か
、
選
択
肢
を

増
や
す
こ
と
で
、
ま
ず
は
一
回
訪
れ
て

そ
こ
か
ら
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
、
お

米
作
り
に
参
加
し
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
し
た
り
な
ど
、
活
動
に
関
わ
っ
て

も
ら
う
。
住
む
こ
と
だ
け
が
守
る
こ
と

で
は
な
い
の
で
、
訪
れ
る
こ
と
、
関
心

を
持
つ
こ
と
が
、
つ
な
ぐ
た
め
に
必
要

で
す
。
地
元
の
誇
り
で
も
あ
る
千
町
の

棚
田
。
10
年
後
、
20
年
後
、
今
よ
り
も

さ
ら
に
元
気
な
棚
田
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

西条市上神拝出身。東京大学名誉教授・
棚田学会会長。イベントやシンポジウム
などを通じて棚田保全をサポート。

山路 永
えい じ
司さん

「関心人口」を増やし、
数十年後も輝く棚田へ
まちの誇りを未来へつなぐ。そのためには何が必要なのでしょうか。
棚田を専門に研究などを行う、山路永司さんにお話を伺いました。

▲ 千町の棚田を訪れ高校生たち
とも交流

082023. 12　広報さいじょう

棚田のこと、もうちょっと知ってみませんか？

日時　１月27日㈯　９時30分～13時
場所　千町の棚田
　 ライトアップイベントに向けた西
条農業高校棚田チーム考案のイベ
ント。内容などは未定。参加希望
の方は電話にて受付中。

　℡090－4504－2391（成髙）

西農生「草刈りイベント」
日時　12月10日㈰　10時～14時
場所　西条図書館北側中央緑地
　 NPO法人うちぬき21プロジェ
クト主催イベント。棚田米の販
売や竹灯籠製作体験などを実施。
そのほか、抽選会やマルシェ、
フリーマーケットも。

うちぬきフェスティバル
期間　 ２月24日～３月16日までの

毎週土曜日　18時～
　今年で４回目を迎えるイベント。
　約300個の竹灯
　籠が石垣に並び、
　千町の棚田を彩
　ります。

ライトアップイベント

　 11月２日に「千町の棚田」をテーマに西条市で開催さ
れたシンポジウム。今特集で登場した山路さんや成髙
さん、山内さん、西条農業高校
生などの講演の様子が動画で見
れます（11月中公開予定）

えひめ景観シンポジウム2023
　 棚田・段畑についての解説の
ほか、県内の棚田の紹介も。
棚田の魅力を詰め込んだホー
ムページです。年度内には千
町の棚田のプロモーション動
画も公開予定。

棚田・段畑HP「愛媛のたなだん」
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