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文化財保護制度の変遷 

１ 



各個認定：77件・110人 
保持団体等認定：26件・26団体 

213 

29 

281 

保持者：47件・53人 
保持団体：29件・31団体 

選定 登録 指定 市町村が決定 

件数は平成２５年７月１日現在 

文化財 

民俗資料、 

風俗慣習、民俗芸能 

民俗技術等 

有形文化財 

美術工芸品、 

建造物 

無形文化財 
演劇、音楽、工芸技術等 

有形文化財 12,922 

登録有形文化財 9,250 

重要無形文化財 

民俗文化財 
重要有形民俗文化財 

重要無形民俗文化財 

登録有形民俗文化財 

記念物 

史跡 1,709 

名勝 374 

天然記念物  1,005 
遺跡、名勝地、 

動物･植物等 

特別史跡 61 

特別名勝  36 

特別天然記念物  75 

登録記念物  66 

文化的景観 
棚田、里山、用水路等 

重要文化的景観  35 

伝統的建造物群 
宿場町、城下町、農漁村等 

伝統的建造物群 

保存地区 

重要伝統的建造物群 
保存地区 

102 

文化財の保存技術 選定保存技術 68 

埋蔵文化財 

国宝 1,088 

国における文化財保護の体系 

２ 



文 

化 

財 

国 

 文化財保護法の制定 

 重要な文化財の指定、選定、保存と活用が特に必要な文化財の登録 

 指定等文化財の所有者に対する管理、修理、公開に関する指示、命令、勧告 

 指定等文化財の現状変更等の規制、輸出の制限、原状回復命令 

 指定等文化財の管理、修理、公開等に関する所有者等への補助 

 文化財の公有化に対する地方公共団体への補助 

 指定等文化財等に係る課税上の特例措置の設定 

 博物館、劇場等の公開施設、文化財研究所の設置、運営 

地
方
公
共
団
体 

 文化財保護条例の制定 

 重要な文化財の指定、選定等（国指定等を除く） 

 指定等文化財の所有者等に対する管理、修理、公開に関する指示、勧告及び現状変更等の制限 

 指定等文化財の管理、修理、公開等に関する所有者等への補助 

 文化財の保存・公開のための施設の設置、運営 

 文化財の学習活動、愛護活動、伝承活動など文化財保護のための地域活動の推進 

 管理団体として国指定文化財の管理、修理等 

所
有
者
等 

 国及び地方指定文化財等に関し、所有者の変更、滅失、毀損、所在の変更等に係る届出 

 文化財の管理、修理 

 文化財の公開 

 重要文化財等の譲渡に際しての国に対する売渡の申出 

国
民 

 国及び地方公共団体の行う文化財保護の活動への協力 

 遺跡の発見に関する届出 

 周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘に際する届出 

 埋蔵文化財調査のための発掘に際する届出 

文化財保護法等における国、地方公共団体、所有者、国民等の主な役割 

３ 



地方公共団体における文化財保護経費の推移 

（出典）「地方における文化行政の状況について（平成２２年度）」 

 
 地方公共団体における文化財保護経費については、減少傾向にあるが、近年は横ばいに推移。 
 ※ 東日本大震災の影響を考慮し、岩手県、宮城県及び福島県並びにこれら３県内の指定都市 
   （ 仙台市）、中核市（盛岡市、郡山市、いわき市） 及びその他市区町村は平成２ １ 年度の数値 
   を計上。 
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地方文化財保護行政の現行制度 

 （教育委員会の職務権限）  
第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるもの 
 を管理し、及び執行する。  
 一～十三 （略）  
 十四  文化財の保護に関すること。 
 十五～十九 （略）  
 （職務権限の特例）  
第二十四条の二 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、 
 条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務の 
 いずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。  
 一 スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。  
 二 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。  
２ （略） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３０年法律第１６２号）（抄） 

文化財保護行政は、教育委員会固有の職務 

５ 



各地方公共団体における文化財保護条例の制定状況 

６ 

【都道府県】 【指定都市】 

【中核市】 

42中核市 
（100.0%） 

【その他の市区町村】 

制定している 

制定していない 

1633市区町村 
（97.2%） 

47市町村 
（2.8%） 

（出典）地方公共団体における文化財保護行政の現状に関する調査について 

47都道府県 
（100.0%） 

20指定都市 
（100.0%） 



地方文化財保護審議会の設置状況 

７ 

設置している 設置していない（※） 

201教育委員会 
（11.2%） 

（出典）地方公共団体における文化財保護行政の現状に関する調査について 

（※）「文化財保護委員会」など、「審議会」とは異なる名称の機関を設置している場合を含む。 

1584教育委員会 
（88.6%） 



開発事業と埋蔵文化財の保護 

【開発に伴う発掘調査の事例】 

• 土地に埋蔵されている文化財は、文献に記録されない歴史を現在に伝えるもの。豊かな歴史・文化を物語る国民の共有財産。 

•  こうした埋蔵文化財は、遺跡の発掘調査を通じて、初めて価値が明らかになる。実務では、開発事業による遺跡の損壊を回避でき
るよう開発事業者と調整。 

 【①開発計画を実施】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：緑川東遺跡（東京都国立市） 

○縄文時代の遺跡で、類例のない

大型石棒が出土（祭祀のため

か）。 

○個人住宅建設に伴う発掘調査で

発見。出土品を発掘し、遺跡の記

録をとった後に、予定通りに開発

計画を実施。 

【③開発計画を見直し】 
 

 例１：三内丸山遺跡（青森県青森市） 

 ○縄文時代の前期～中期の大規模集落。 

 ○県営野球場の予定地で発見され、開発計画を見直し。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②開発計画の一部を見直し】 

例：金井東裏遺跡（群馬県渋川市） 

○古墳時代後期(6世紀初め)で、よろ

いを着た人骨の初例。自然災害と

の関わりを知る貴重な資料。 

○バイパス建設工事に伴う発掘調査

で発見され、計画を一部変更。 

 

 

例２：伊勢堂岱遺跡（秋田県北秋田市） 
 

○縄文時代後期の環状列石が出土。 
 

○県道建設工事に伴う発掘 
 

   調査において発見され、 
 

   道路の路線を変更。 

建設途中の道路橋脚 

伊勢堂岱遺跡 
建設途中の 
野球場 

みどりかわひがし 
かな い ひがし うら 

さん ない まる やま い せ ど う た い 
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教育委員会が行う埋蔵文化財の保護の経緯 

• 埋蔵文化財の保護は文化財保護法制定時（昭和25年）から、順次、開発事業に対する保護や教育委員会の役割が増加。 

• 開発事業の増加と教育委員会における体制の充実から、埋蔵文化財保護の主役は国（文化庁）から教育委員会に移り、平成１１年
には開発事業者との調整等を含めて教育委員会に権限が委譲。 

１．埋蔵文化財の保護を法律で規定（昭和25年の文化財保護法制定） 
 

   ・国による発掘調査を規定（地方による発掘調査の規定はなし） 
 

   ・学術調査による発掘調査については届出制（開発工事に伴う土地の掘削に関する規定はなし） 
 

２．開発事業に対する埋蔵文化財保護の充実（昭和29年の文化財保護法一部改正） 
 

   ・開発事業における埋蔵文化財保護の充実を図るため、開発工事に伴う土地の掘削に関する届出とそれに対する指示の規定を追加 
 

３．開発事業に対する埋蔵文化財保護の充実と教育委員会による発掘調査実施の明確化 
  （昭和50年の文化財保護法一部改正） 
 

   ・開発工事の増加に伴う発掘調査の増加に対応するため、開発工事に伴う土地の発掘に関する届出期間の変更（30日前→60日前）。 
 

   ・実態に合わせる観点から自治体による発掘調査の規定を追加（この改正に合わせて、国による発掘調査は歴史的・学術上特に価値 
    があり、かつ、技術的に困難なものに限定。）。 
 

４．埋蔵文化財の保護における教育委員会の役割の明確化（昭和53年の文化庁長官通知） 
 

   ・高度経済成長による開発工事の急増の中で、事務処理の迅速適正化の観点から、開発工事との調整は教育委員会で行うこととす
ることを通知。 

 

５．教育委員会への権限委譲（平成11年の文化財保護法一部改正、同12年の文化財保護法施行令一部改正） 
 

   ・地方分権推進計画（平成10年閣議決定）に基づく地方分権の推進に伴い、開発工事に伴う届出の受理やそれに対する指示などの
権限を教育委員会に委譲。 
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開発事業と埋蔵文化財保護の調整手続き 

（民間が開発事業者の場合） 
 

  ・土地の掘削をする日の６０日前までに届出 
 

  ・実務では、発掘調査が最小限となるように相談 
 

  ・発掘調査が必要となる場合は発掘調査の実施を指示 

①教育委員会が従来の知見や調査に基づいて「埋蔵文化財包蔵地」を設定 

②「埋蔵文化財包蔵地」で開発が行われるときは、事業者と教育委員会の文化財担当で相談 

○発掘調査の成果は、出土品の展示、学校教育との連携を通じ、郷土の歴史・文化を知る機会として活用 

ほとんどの場合、発掘調査を行わずに、工事に着工可能 

（工事に当たり、教育委員会の職員の立会や、慎重な工事を求める） 

実際に、発掘調査を行うの

は、５～６件に１件 

開発目的の発掘調査では「記録保存」が前提 

→発掘調査の結果を記録した上で、工事に着工（開発計画を実施） 
 

（発掘調査の結果によっては、開発計画を見直して、遺跡の一部を保存する） 

③発掘調査とその後の工事着工 

（国や自治体が開発事業者の場合） 
 

  ・開発事業計画策定の段階で教育委員会に通知 
 

  ・実務では、発掘調査が最小限となるように相談 
 

  ・発掘調査が必要となる場合は発掘調査の実施を勧告 

※自治体が開発事業者の場合は開発担当部局と 
 教育委員会の文化財担当で相談 
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土木工事に伴う届出件数の推移 

（出典）文化庁調べ 

• 土木工事に伴う｢届出件数｣は高度経済成長以後も増加 

• ｢工事に伴う発掘調査の件数｣は｢届出件数｣一定程度に抑制 
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※「届出件数」は埋蔵文化財包蔵地における土木工事の実施に
伴う文化財保護法第93条・第94条に基づく届出件数 
※「工事に伴う発掘調査の件数」は工事に伴って自治体が実施

届出件数 

工事に伴う発
掘調査の件数 
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