
プロジェクト基礎・応用実践演習

地域文化の保存・継承に向けた
文化資源マネジメント実践

－愛媛県内子町小田地区・東予地方を事例に－



事例２：

研究の背景と目的

✓多世代で連携し、歴史文化を記録・収集・復元
✓調査成果を活かし、地域の実情に合わせた多様な実践

文化に関わってきた対象者の高齢化が進み、地域文化を
記録・収集することが急務となっている

【研究の背景】

【研究目的】

地域の歴史文化や関連する
遺構の喪失・記憶の断絶

事例１：
内子町小田地区

(旧森林鉄道)

生活の変化にともない文化の
本質的価値を見失いつつある

愛媛県東予地方

文化資源の担い手の減少



事例１

・大正12年～昭和27年：木材運搬
・沿線には林業関連施設や商店街など

調査の視角 １

軌道全体を復元

課題：遺構などは現存せず元従業員の高齢化が進行する
中で歴史・記憶をどのように復元・継承するか

内子町小田地区小田深山
高知営林局2級森林鉄道
(旧森林鉄道)

調査の視角 ２

林業関連施設・集落を復元

営林署・関連施設は撤退し
現在は廃集落

事例１



軌道跡の発見

夜警室事務所

住宅

有線放送スピーカー

⾮常⽤サイレン

消⽕器

理髪店 深⼭⼤橋

事務所倉庫

飲み屋

⾄久万
⾄⼩⽥

⾄柾⼩屋

住宅

林業の拠点(淵首)

官舎街の復元(温水)
教員住宅街の復元(六郎)

【調査１】軌道全体を復元

(国土地理院地図2万5千分の1地形図「伊予小田」(2007年測量))聞き取り・現地調査より作成

荷物の積み替え場(獅子越峠)



事務所

輸送用
トラックの道

製品倉庫

弁当小屋

貯木場

軌
道
跡

宮原土場は木材の集積地

▲旧森林鉄道古写真 ▲現在

複数の古写真の比較と元林業従事者
への聞き取り調査から林業関連施設
や軌道跡を復元

【調査２】林業関連施設・集落を復元







調査１

軌道全体を復元
調査２

林業関連施設・集落を復元

実践１

記憶のアナログアーカイブ
実践２

次世代の担い手づくり

復元調査

文化資源マネジメント実践

マップ「木々と歩く」



マップ「木々と歩く」の作成

紙媒体(MAP)でアーカイブを公開
全ての世代がアクセスして、様々な
情報・新しい発見を更新できる仕組み

地域内での成果発表会 住民による地域誌刊行 レールの発見

マップを契機に地域内で新たな動き

旧鉄道跡の記憶の継承 地域住民がつくる地域史

【実践１】記憶のアナログアーカイブ



読み札【文化の魅力】
を読む

取り札で
小田の地図を作成

取り札【文化的資源】
を取る

小中学生へのふるさと学習

調査を活かして、小田地区の文化的景観
を伝える「ふるさとカルタ」を作成
小田小・中の全校生徒を対象に実施

多世代が連携して文化を収集・記録＝その過程が次の担い手を育てる

旧鉄道跡の記憶の継承 地域住民がつくる地域史

【実践２】次世代の担い手づくり



東予地方5市町

実践１

各地で地域文化資源の再評価

実践２

５地域の同時進行
実践３

各地の成果の共有

大見神楽

東予５市町が対象とした文化資源

課題：生活の変化にともない、身
近な文化の本質的価値が見失われ
つつある

真鍋家住宅 うちぬき 別子銅山 雨乞踊り

事例２
雨乞い踊り
（上島町）

大見神楽
（今治市）

うちぬき
（西条市）

別子銅山
（新居浜市）

真鍋家住宅
（四国中央市）



「雨乞い踊り」を島の自然環境
や集落の歴史、信仰と関連づけ、
島全体の文化として再評価

雨乞い踊り

井戸や上水道整備とともにその
重要性が低下し、担い手が減少

事例：弓削島

現地調査の成果

降雨を祈る神事

【実践１】各地で地域文化資源の再評価



「えひめ瀬戸内LINKプロジェクト」

東予5市町の高校生と文化資源を再評価・情報発信

愛媛大学井口研究室

川之江高校 弓削高校西条農業高校
今治北高校
大三島分校

新居浜南高校

四国中央市

切山地区
フィールドワーク

文献調査・ディスカッション

ポスター作成WS

課題・可能性の検討

本質的価値の理解

地域環境の調査

経過をシェア

【実践２】５地域の同時進行





有形無形の多様な文化資源の検討・実践を

東予5地域で同時進行

地域が抱える課題や解決策の共有＝地域の枠を超えた協働の可能性

各地の固有の文化資源を記録収集、島・地
区・集落として再評価

実践1 地域文化の再評価

実践2 5地域の同時進行

今治市大三島 四国中央市 上島町弓削島新居浜市西条市

大見神楽 真鍋家住宅 うちぬき 別子銅山 雨乞踊り

共有共有 共有 共有

実践３

各地の成果の共有

【実践１・２】地域文化の再評価







「瀬戸内」という一つの文化圏の中で捉え直す

四国中央市
切山地区

新居浜市
今治市
大三島

西条市
旧西条

上島町
弓削島

各地の成果の共有

各地で再評価された
文化の価値を共有

各地の文化をめぐる
課題や解決策を共有

人口減少時代の文化資源の保存・継承・活用の在り方/相互扶助

【実践３】各地の成果の共有「瀬戸内文化圏」



✓旧森林鉄道関連、東予5地
域の民俗文化を記録・収集
✓その過程を多世代で共有

【担い手の育成へ】

将来に向けて…
愛媛県内で多様な記録収集・実践を蓄積し共有

事例1

内子町小田地区

旧森林鉄道の
復元

アナログ
アーカイブ化

次世代の
担い手育成

事例2

愛媛県東予地方

5地域の文化
資源調査

5地域
同時進行

瀬戸内
文化の共有

文化の再評価

まとめ



小田の里巨樹巨木を想う会・内子町役場・地域住民・内子町立小田小中学校の皆様
愛媛県東予地方局地域政策課の皆様
愛媛県立今治北高校大三島分校・愛媛県立川之江高校・愛媛県立西条農業高校・愛媛県立新居浜
南高校・愛媛県立弓削高校の皆様
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