
Ⅸ 県内市町村文化財保護行政の実態調査 

１、調査の背景・目的 

現在奈良県では文化財の保存と活用のあり方について検討を行い、これからの文化財保

護の体系策定を進めている。その背景としては近年、過疎化少子高齢化の進行により、文化

財を取り巻く状況が大きく変化してきていることがある。新たに文化財を保護する政策体

系を確立する必要性がある。また国でも地域社会総がかりで文化財の継承に取り組み文化

財保護行政の推進力強化を図るため、文化財保護法等を改正、平成 31 年４月より施行する

予定である。

 県教育委員会事務局文化財保存課では、奈良県内各市町村の新制度の実施意向及び、文化

財保護行政の現状について把握し、今後各市町村に必要な支援等の方向性を検討するため

に、「奈良県内市町村文化財保護行政の実態調査」を行った。

２、調査概要 

調査名 ：「奈良県内市町村文化財保護行政の実態調査」 

調査対象：奈良県内全 39市町村の文化財保護行政担当部局 

調査時期：平成 30年９月 

調査方法：エクセルデータによるアンケート調査 

調査項目：①文化財保護行政担当部局の基本情報 

②文化財保存事業の具体的内容

③文化財活用事業の具体的内容

④文化財保護法の改正に伴う各市町村の対応

⑤県に期待する支援の方向性

留意事項：・本文、表、グラフは表示の都合上調査票の選択肢等を一部簡略化している部分

がある。 

  ・回答がなかった項目については、一部個票から項目が削除されている場合があ

る。 

  ・補助金の内訳等のデータは市町村の回答をそのまま採用している。内容を担保

するデータの提供は受けていない。 
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奈良県内文化財保護行政の実態について

①正規専門職員の人数構成

・南部や東部の町村を中心に専門職員数０人の自治体が 12 ある。

②正規職員の専門分野

・埋蔵文化財を専門にする職員が大半を占める。

専門職員数（人） 専門職員数（人）

③文化財保護審議会の委員数と専門分野

・条例はあるが定期開催ではないため、現在審議会が未設置の市町村もある。各専門分野を網羅した委員配置は４つの市町村

で行われている。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

奈良市
大和高田市
大和郡山市

天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市
山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町

田原本町

建造物 美術・工芸 古文書・歴史資料 埋文 史・名・天 民俗 その他

₀ ₂ ₄ ₆ ₈ ₁₀ ₁₂ ₁₄ ₁₆ ₁₈ ₂₀ ₂₂ ₂₄ ₂₆ ₂₈ ₃₀

奈良市
大和高田市
大和郡山市

天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市
山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町

田原本町

建造物 美術・工芸 古文書・歴史資料 埋文 史・名・天 民俗

₀ ₂ ₄ ₆ ₈ ₁₀ ₁₂ ₁₄ ₁₆ ₁₈ ₂₀ ₂₂ ₂₄ ₂₆ ₂₈

曽爾村
御杖村
高取町

明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
大淀町
下市町
黒滝村
天川村

野迫川村
十津川村
下北山村
上北山村
川上村

東吉野村

建造物 美術・工芸 古文書・歴史資料 埋文 史・名・天 民俗

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

曽爾村
御杖村
高取町

明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
大淀町
下市町
黒滝村
天川村

野迫川村
十津川村
下北山村
上北山村
川上村

東吉野村

建造物 美術・工芸 古文書・歴史資料 埋文 史・名・天 民俗 その他

審議会委員実数（人） 審議会委員実数（人）

現在審議会未設置（設置条例あり）

現在審議会未設置（設置条例あり）

現在審議会未設置（設置条例あり）

現在審議会未設置

現在審議会未設置

現在審議会未設置（設置条例あり）

現在審議会未設置（設置条例あり）

※その他の内訳は地域の郷土史家や代表者が大半を占める。 ※その他の内訳は地域の郷土史家や代表者が大半を占める。

市
町
村
数

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30

専門職員数（人）

12

6 6
5

7

1 1 1
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④文化財をどのような政策との連携で活用していきたいか（複数回答可）

・教育と観光という視点での活用が特に意識されている。一方で産業振興や雇用創出という面での活用はほとんどイメージさ

れていない。

⑤文化財を用いた事業の有無

・主に観光と教育という観点から、半数以上の市町村で文化財を用いた事業が行われている。産業振興という観点で、文化財

を用いた事業を行っているのは１自治体のみであり、産業振興や雇用創出に文化財を活用するイメージがなされていない。

⑥文化財の活用について、今後連携者がいる事業を行っていく構想があるか

・およそ半数の市町村が構想を持っている。教育・観光という観点のほかに、連携を意識したことで、地域コミュニティの形

成や地域ブランド力の向上という民間企業や地域住民を取り込んだ観点での構想案を回答した市町村が目立つ。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

教育
観光

地域ブランド力向上
地域住民のコミュニティ形成

産業振興
雇用創出
その他

回答数

連
携
事
業
の
構
想
の
う
ち

　
　

志
向
さ
れ
て
る
観
点

3%

24%

3% 3% 9%

39%

45%

構想有
19

構想無
20

事業無
19 20

事業有

39

市町村数

39

市町村数

事業有事業無

構想有構想無

2019

1920

観光

教育

地域ブランド力の向上

地域住民のコミュニティ形成

産業振興

その他

教育

観光

地域ブランド力の向上

その他

行
わ
れ
て
い
る
事
業
の
う
ち

　
　

志
向
さ
れ
て
い
る
観
点

45%

39%

9%3%3%

24%

35%35%

14%14%

24%24%

3%
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⑧文化財保護情報のデジタルアーカイブ化と、２次利用への考え方

・14 の市町村が文化財情報のデジタルアーカイブ化を行っていると回答した。その内容としては地域内の文化財情報の紹介の

ほか、発掘調査成果の公開を行っている自治体が多かった。

⑨発掘調査ハンドブックについて

・利用している 20 市町村、利用していない 19 市町村。

※利用していない場合の理由…地域内で発掘調査があまりない。掲載内容と地域での発掘調査の現状が異なるため。など

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

有 無 作成予定

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

利用している 利用していない

14 24

１

回答数

⑦文化財保護関連情報の発信方法（複数回答可）

・ホームページ、市町村の広報誌が積極的に活用されている。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

ホームページ
市町村の広報誌等

観光マップ
ポスター・チラシ

SNS

一般向け定期刊行物
その他

回答数

20 19

回答数
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1～99 100～499 500～999 1,000  ～ 4,999 5,000 ～ 9,999 10,000 ～

H27 H28 H29

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1～99 100～499 500～999 1,000 ～ 4,999 5,000 ～ 9,999 10,000  ～

H27 H28 H29

⑫市町村指定文化財への補助金額（H27 年～ H29 年）

・17 の自治体が市町村指定文化財の保護に補助金を出している。

⑬国・県指定文化財への随伴補助金額（H27 年～ H29 年）

・26 の自治体が国・県指定文化財の保護事業に対して、随伴補助金を出している。

⑪文化財の保存と活用の政策構想と具体的な施策の有無

・構想と施策を持っているのは８つの自治体である。３つの自治体は構想を定め具体的な施策を策定中であり、このうち１つ

の自治体が地域計画の策定に具体的に言及している。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

構想と施策がある 構想がある 施策がある 構想も施策もない

８ ３ 271

⑩地域振興・地域づくりに役立っていると考えられる文化財の有無

・35 の市町村が地域振興・地域づくりに役立つ文化財が存在すると回答した。具体的な内容としては民俗文化財地域のシンボ

ルとなりうる史跡や建造物が例として主にあげられている。

地域振興・地域づくりに役立っている

と考えられる文化財の分野

回
答
数

補助金支給額（千円）

補助金支給額（千円）

回
答
数

14%

37%

40%

無４

有 35

39

市町村数

有 35

無４

建造物

史跡・名勝・天然記念物

民俗

その他
14%

37%

40%

9%9%

回答数
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

統合予定 統合検討中 一部を統合予定
一部統合を検討中 統合の予定はない

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

移管予定 移管検討中 一部を移管予定
一部移管を検討中 移管の予定はない

⑭文化財保護に係る事務の首長部局への移管予定

・１つの自治体が移管予定と回答。３つの自治体が全面的

に、１つの自治体が一部を移管検討中と回答。

⑮文化財の保存に係る組織と活用に係る組織の統合予定

・１つの自治体が統合予定と回答。２つの自治体が全面的に、

１つの自治体が一部を統合検討中と回答。

⑯市町村史の編纂状況

・５つの自治体が編纂中。１つの自治体が計画中と回答。

㉑文化財の活用への意識

・活用への意識は高いと言える。

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

0件 1件 2件 3件 7件
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

0件 1件 2件 3件 4件

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

とても重要である

重要である

考えていく必要がある

活かし方がわからない

あまり重要ではない

⑳悉皆調査を行う上で県に求める支援

・職員の専門が埋蔵文化財偏る市町村が多いため、専門的な

見地からの助言を求める声が大きい。

回答数（自由記述から抜粋） 回答数

⑰過去 10 ヵ年の悉皆調査の件数

・25 の自治体が０件と回答した。７件の調査が最大。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

参加例がある 参加例はない

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

現在編纂中

編纂を計画中

計画していない

⑱今後行う予定の悉皆調査の件数

・29 の自治体が０件と回答した。４件の調査予定が最大。

⑲悉皆調査への地域住民の参加例の有無

・５つの自治体で地域住民の悉皆調査参加事例があった。

回答数

回答数

回答数回答数

回
答
数

回
答
数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

専門的見地からの助言

資金補助

調査員の派遣

その他

１

３

１

34

１

２

１

34

５ 34
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㉓文化財の保存・活用による地域振興を推進していく際、課題となるものについて（複数回答可）

・全ての市町村で人材不足が課題としてあげられている。保存にかかわる業務で人材が手一杯であるとの意見が多い。

㉖文化財保護に係る一般財源（国費・県費含む）以外の財源確保施策で想定しているものについて（複数回答可）

・想定していると回答した場合、その内容はふるさと納税によるものが多い。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

活動している 育成中 育成したい 育成予定なし

回答数

（複数回答可）

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

構想がある 構想はない

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

構想がある 構想はない

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

人材不足

財源不足

他部局・民間との連携

規制・制度の問題

その他

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

個人からの寄付

企業等からの寄付

その他

想定していない

㉔他の市町村との連携構想の有無

・15 の市町村で、近隣の市町村を中心に連携する構想がある

との回答があった。

㉕国や県との連携構想の有無

・11 の市町村で、国・県との連携構想があるとの回答が

あった。

㉗今後文化財の保存や活用を進めていくにあたり、県に期待すること（複数回答可）

・財政的な支援を望む意見が多く、ついで専門職員がいない市町村を中心に、保存・活用方法の指導が期待されている。

保存・活用方法のマニュアル化や、人材育成を行ってほしいとの要望もあった。

㉒文化財保護のコーディネーターの活動状況について

・６つの自治体でコーディネーターが活動している。地域住民によるボランティアガイドが活動としては主体。文化財調査・

保存・整備・活用に係る活動をしているコーディネーターがいる自治体もある。

回答数

回答数

回答数

回答数

回答数

回答数

６ ２ ８ 23

15 24 11 28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

財政補助

保存・活用方法の指導

保存・活用への関与

その他
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●文化財保護に携わる組織について

問１　文化財保護に携わる組織名（本庁）

問２　文化財保護に関わる職員数（うち専門職員数） 人 （ ） 人

問３　文化財保護に関わる施設（出先機関）

1
2
3
4
5

その他を選択した場合その業務内容を施設名の番号とともに記入して下さい。

問４　文化財保護に係わる事務を市町村長部局へ移管する予定があるかお答え下さい。

上記について内容（移管先、年度等）やその理由を記載して下さい。

問５　文化財保護に係わる組織と文化財の活用に係わる組織の統合についてお答え下さい。

上記について内容（統合先、年度等）やその理由をお答え下さい。

その施設での業務内容

番号

施設名

業務内容

事務 整理 展示 収蔵 その他
事務 整理 展示 収蔵 その他
事務 整理 展示 収蔵 その他
事務 整理 展示 収蔵 その他
事務 整理 展示 収蔵 その他

移管予定 移管検討中 一部を移管予定 一部移管を検討中 移管の予定はない

統合予定 統合検討中 一部を統合予定 一部統合を検討中 統合の予定はない

調査票
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●未指定文化財の把握（市町村指定文化財について）

○市町村文化財保護審議会について（未指定文化財の把握に重要な文化財保護審議会について調査します。）
問６　年間の会議開催数 回

問７　現在の市町村指定文化財保護審議会の委員についてお答え下さい。
定数 人 実数 人

問８　委員の専門分野とその人数をお答え下さい。
建造物 人 美術・工芸 人 古文書・歴史資料 人

埋蔵文化財 人 史跡・名勝・天然記念物 人

民俗文化財 人 その他（分野をご記入ください） 人

※既存のもので結構ですので、委員名簿もお送り下さい。

問９　2013年（平成25年）４月以降に新たに指定された市町村指定文化財について記入して下さい。

例 平 27 5 5
1 平
2 平
3 平
4 平
5 平
6 平
7 平
8 平
9 平
10 平
11 平
12 平
13 平
14 平
15 平
16 平
17 平
18 平
19 平

員数種別 名称 指定年月日 時代 所在地・住所 所有者
建 ○○神社本殿 鎌倉 ○○町 ○○寺１棟
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●未指定文化財の把握（悉皆調査について）

問10　市町村史の編纂の有無についてお答え下さい。

○市町村内の文化財把握について（市町村内の未指定文化財の状況を調査します）
問11　過去10年に行った市町村内の文化財に関する悉皆調査とその内容についてお答え下さい。

1 ～
2 ～
3 ～
4 ～
5 ～
6 ～
7 ～
8 ～
9 ～
10 ～
11 ～

問12　今後行う予定の市町村内の文化財に関する悉皆調査計画があればご記入下さい。

1 ～
2 ～
3 ～
4 ～
5 ～
6 ～
7 ～
8 ～
9 ～
10 ～
11 ～

上記の悉皆調査の中で、地域住民の調査等への参加例があればその内容を具体的に記述し下さい。

問13　悉皆調査を計画・実施する上で、困難な点や県に期待する点を記述して下さい。

問14　文化財に関する悉皆調査の成果を今後どのように活かしていくか記述して下さい。

調査名 報告書の有無

※問14の例　山口県萩市では、「萩まちじゅう博物館」構想を立ち上げ、市民参加型の文化財データベースを作成
し、未指定文化財を含めた、各地域の文化財の価値の認定を行っています。市民目線も含めた文化財の価値付け
と地域のストーリーの構築を行うこの取り組みは、まちづくりの推進と地域住民への文化財に対する理解の促進を
両立させたものであると言えます。

調査名 調査期間(年度） 報告書の予定

調査期間(年度）

現在編纂中である 編纂を計画している 過去10年以内に編纂されているため計画していない 計画していない

有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無

有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
有（公開） 有（非公開） 無
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●修復・調査の透明化・標準化

問15　市町村の文化財保護関連の情報発信を行う媒体について（該当するものにチェックして下さい。）

その他を選択した場合内容を記載して下さい。

有もしくは作成予定と回答した場合その内容についてご記入下さい。

有もしくは作成予定と回答した場合そのデータの２次利用についてのお考えをお答え下さい。

（※ＣＣライセンスとは、作品を公開する作者が一定の条件内で作品の２次利用を許可する意思表示です。）

問17　本年７月にお配りした『開発事業と埋蔵文化財ハンドブック～奈良県版～』の利用状況についてお答え下さい。

利用していない場合、その理由をお書き下さい。

問16　文化財情報のデジタルアーカイブの有無についてお答え下さい。（※デジタルアーカイブとは、ＷＥＢ上で誰も
が閲覧できる調査報告書や修理報告書等、文化財保護に係わる情報を想定しています。）

ホームページ SNS 一般向けの定期刊行物 市町村の広報誌等 観光マップ ポスター・チラシ
その他

有 無 作成予定である

CCライセンスを表示している CCライセンスを表示する予定である ２次利用は許可しない

利用している 利用していない
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●人材育成・地域づくり（人材の観点から）

問18　正規職員の専門分野　建造物 人 美術・工芸 人 古文書・歴史資料 人

埋蔵文化財 人 史跡・名勝・天然記念物 人

民俗文化財 人 その他（分野をご記入ください） 人

問19　文化財の活用という視点も含め今後、専門職員にどのような役割を期待しているか記入して下さい。

問20　貴市町村の文化財保存・活用のリーダー、コーディネーターについてお答え下さい（個人・団体どちらも含む。）

現在活動中、育成中、育成予定のリーダー、コーディネーターについてお答え下さい。（適宜行を追加して下さい。）

○専門的な知識を持つ正規職員について（学芸員や建築士、大学等で文化財に関する知識を学んだ方等を想定）

※問19について　文化財保護法の一部改正によって、各市町村では地域計画の策定等、文化財の保存だけでなく
活用に対する取り組みを強化することが求められています。その中で、文化財に関する専門的な知識を持った職員
は、学術的な見地から、文化財自体の価値を見いだし、活用される文化財の個々の意味や、その歴史的な正当性
を担保する役割を担うことが可能です。それをふまえ、各市町村で今後進めていく文化財の活用事業の中で、文化
財に係わる専門職員に期待される役割について、具体的に記入を行って下さい。

※問20について　文化財保存・活用のリーダー、コーディネーターとしては「地域の文化と文化財をよく知り魅力を伝
え、地域づくりと広く連携がとれる人材・団体」を想定しています。各市町村で、そのような人材・団体の協力を経て文
化財の保存・活用を行っている例があればご記入下さい。

氏名・名称 役割

活動している 育成中である 育成したいと考えている 育成予定はない
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●文化財の活用による地域づくりについて（大局的な構想等）

問21　地域の魅力として文化財を活かすことについての考え方で最もあてはまる項目にチェックをいれて下さい。

問22　地域振興・地域づくりに役立っていると考える文化財と内容を一つあげて下さい。

上記にあげた課題の中で特に大きなものを、具体的に記述して下さい。

文化財名 内容

問23　文化財（文化資源）の保存と活用の政策構想等（地域計画含む）と具体的な施策（保存活用計画含む）があれ
ば、お答え下さい。

構想等 具体的な施策

※問23について　従来文化財は個別に指定を受けることで個々に保存・活用されてきました。しかし、今後は①未指定文化財を
含む地域内の文化財の総合的な把握、②保存・活用のための措置（価値付け、修理管理、ガイダンス施設の整備、普及啓発
等）、③保存・活用のための措置と活動方針が一致する民間団体等と連携を行うといった地域計画の中で、総合的に保存・活用
されることとなります。このように個別の保存・活用から、地域の歴史的文脈や地域の人材・団体等との連携の中で、文化財の保
存・活用を行っていく際の各市町村の構想とそれを実行する際の具体的な施策について記入して下さい。

問24　今後、文化財（文化資源）の保存と活用の政策構想等（地域計画含む）と具体的な施策（保存活用計画含む）
を策定し、文化財の保存・活用による地域振興を推進していく際、課題となるものをお答え下さい（当てはまるものす
べ ）

とても重要である 重要である 考えていく必要がある 活かし方がわからない あまり重要ではない

人材不足 財源不足 他部局・民間との連携 規制・制度の問題 その他
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●文化財の活用による地域づくりについて（具体的な構想等）

問25　他の市町村との連携の構想について記述して下さい。

問26　県や国との連携の構想について記述して下さい。

問28　問27で選択した観点から行っている、文化財を用いた事業があれば主なものについて記述してください。

2

観点
問29　選択した観点について今後どのような連携を図りたいか具体的に記述してください。

3

1

2

3

内容連携者

問27　今後文化財をどのような政策との連携で活用していきたいかについて（当てはまるものすべてにチェックを入
れて下さい）。

1

観点 事業名 内容

観光 地域ブランド力の向上 産業振興 雇用創出教育 地域住民のコミュニティ形成 その他

民間企業 地域住民

ＮＰＯ
商工会 観光関係団体

学識経験者
その他
民間企業 地域住民

ＮＰＯ
商工会 観光関係団体

学識経験者
その他
民間企業 地域住民

ＮＰＯ
商工会 観光関係団体

学識経験者
その他

‐46‐



●文化財保護に係る財政状況・財源確保・持続性について

問30　過去３ヵ年の市町村指定文化財に対する補修等保護事業及び主な内容についてお答え下さい。

問31　過去３ヵ年の国・県等が行う文化財保護事業への随伴保助の内容についてお答え下さい。

問32　文化財保護に係る公費以外の財源確保施策で想定しているものについてお答え下さい（当てはまるものすべて

上記の内容を具体的に記載して下さい。

補助率（％）

H28
H29

H28

建造物

美術
工芸

H27

史跡・
名勝・天然
記念物

H27

H27
H28
H29
H27
H28

H27

件数

年度

建造物

美術
工芸

民俗

年度
H27
H28
H29

H29

その他

H28
H29

H29
H27
H28
H29

H28

H28
H29

H27

件数

民俗

史跡・
名勝・天然
記念物

その他
H29

H27
H28

H29

H27

問33　今後貴市町村において、文化財の保存や活用を進めていくにあたり、県に期待することを記述して下さい。

金額（千円） 主な内容（該当する箇所にチェックを入れてください）

金額（千円）補助率（％） 主な内容（該当する箇所にチェックを入れてください）

修理修復 防災設備点検
環境整備 購入 その他

修理修復 防災設備点検 保存処理

防虫

修理修復 防災設備点検 保存処理
防虫
購入

整備 用地買収 清掃・除草 測量

その他

修理修復 防災設備点検 環境整備
購入 その他

その他

購入 その他

活動経費

個人からの寄付 企業等からの寄付 その他 想定していない

防災設備整備（耐震含む）
美装化 公開・活用

収蔵施設整備
公開・活用

収蔵施設整備
美装化 公開・活用

美装化 公開・活用

美装化
公開・活用

修理修復 防災設備点検
環境整備 購入 その他

修理修復 防災設備点検 保存処理

防虫

修理修復 防災設備点検 保存処理
防虫
購入

整備 用地買収 清掃・除草 測量

その他

修理修復 防災設備点検 環境整備

購入 その他

その他

購入 その他

活動経費

防災設備整備（耐震含む）
美装化 公開・活用

収蔵施設整備
公開・活用

収蔵施設整備
美装化 公開・活用

美装化 公開・活用

美装化

公開・活用
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件数 棟数 件数 棟数

31 35 6 47 25 4 1 4 118 104 163 33 247 123 65

0 1 1 1

0 9 19 3 19 1

2 2 6 1 9 8 9 1 4 1 78

0 16 23 2

1 1 2 1 1 1 6 10 38 9 14 16 5

1 1 1 2 7 9 1 10 2 1

0 3 3 2

1 1 1 2 10 11 3 3 8 1

0 1 1

3 3 1 4 8 11 16 7 19 6 1

4 6 1 3 8 16 20 2 18 5

山 添 村 0 1 1 2

平 群 町 1 1 1 1 1 1 2

三 郷 町 0 1 1 1 1

斑 鳩 町 19 20 18 4 41 49 58 15 105 29 13

安 堵 町 0 1 9 2

川 西 町 0 1 1 5

三 宅 町 0

田 原 本 町 0 1 4

曽 爾 村 0

御 杖 村 0

高 取 町 1 1 2 2 2 1

明 日 香 村 1 1 3 3 1 10 2

上 牧 町 0

王 寺 町 0 1 2

広 陵 町 0 1 1 1

河 合 町 0

吉 野 町 2 2 1 2 5 6 11 7 13 10 7

大 淀 町 0

下 市 町 0 1 1

黒 滝 村 0 1 1

天 川 村 0 1 1 1 1

野 迫 川 村 0 1

十 津 川 村 0 1 1 1

下 北 山 村 0

上 北 山 村 0

川 上 村 0 1 1 1

東 吉 野 村 0 1 1

0

64 71 9 73 36 11 1 8 0 202 264 403 89 495 209 172

　　　化　　財 （含国宝）

北
葛
城
郡

吉

野

郡

地 域 を 定 め ず

ア 国指定・国登録

御 所 市

生 駒 市

香 芝 市

葛 城 市

件　名

市町村名

山辺郡

生駒郡

磯城郡

宇陀郡

奈 良 市

大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市

天 理 市

橿 原 市

桜 井 市

五 條 市

宇 陀 市

　(注１)　重要文化財及び史跡・名勝・天然記念物の件数には、国宝及び特別史跡・特別名勝・特別天然記念物の件数を含む。
　(注２)　２以上の市町村にまたがる史跡・天然記念物があるため、合計が一致しない。
　(注３)　２以上の府県にまたがる史跡・名称・天然記念物及び重要有形民俗文化財があるため、合計が一致しない。

合　　計

高市郡

重　　要    文

典

籍

書

跡

建 造 物 絵

画

彫

刻

工

芸

品

古
文
書

国 宝

典

籍

書

跡

建 造 物 絵

画

彫

刻

資

料

歴

史

計

工

芸

品

資

料

考

古
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　　　化　　財 （含国宝）

65 25 10 5 612 2 1 1 4 27 7 5 39 1 3 2 3 101 2

2 0 0

32 0 1 1 2 1 15

78 12 5 109 0 5 5 2

10 28 2 2 7 1 8 1 25

5 1 1 56 2 2 16 1 17 1 13

1 21 0 4 2 6 1 1 13

5 0 6 6 3

1 1 26 0 1 1 1 1 10

2 0 2 2

1 44 0 2 1 3 3

1 42 0 6 4 10 1 1 4

3 0 1 1

5 0 1 1 1

3 0 0 1

13 2 3 4 220 0 6 6 21

3 0 0

6 0 1 1

0 0 0

1 6 0 1 1

0 0 1 1

0 0 0

1 6 0 3 3

1 17 3 3 21 21 1

0 0 1 1

1 4 0 0 6

2 1 1 3 3 13

0 0 4 4

7 1 4 48 0 3 2 5 3 37

0 0 1 1

2 0 0

1 0 1 1

2 5 0 2 1 3

1 0 1 1

2 1 1 2 1 1 4 1 1

0 0 1 1

0 0 1 2 3

1 1 4 0 1 1 2

2 0 1 1

0 2 2 5 5 1

172 45 38 12 1,324 10 1 1 12 118 10 18 146 2 7 5 3 1 8 267 2

重
要
文
化
的

景

観

登録有形文化財

建造物 美術工芸

文

化

財

重

要

無

形

特

別

名

勝

天
然
記
念
物

特

別

計

史

跡

資

料

歴

史

計

化　　財 （含国宝） 特

別

史

跡

資

料

考

古

平成30年4月1日現在

技

術

選

定

保

存

民
俗
文
化
財

重

要

無

形

民
俗
文
化
財

重

要

有

形

保

存

地

区

建

造

物

群

重

要

伝

統

的

名

勝

天
然
記
念
物

計典

籍

古
文
書
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件数 棟数

41 80 17 35 16 6 5 1 4 5 6 1 9 3 149

2 3 2 2 1 7

15 18 6 3 2 3 3 32

2 4 2 3 3 1 2 2 1 1 17

4 14 4 1 6 3 1 2 21

6 7 10 6 6 1 1 1 1 5 5 1 2 1 46

8 10 2 4 2 1 4 3 3 2 29

2 2 1 1 2 1 3 1 11

3 3 1 2 1 1 1 1 1 14

1 1 2 1 2 6

2 2 2 5 2 8 1 2 1 23

9 14 2 10 2 1 4 8 4 1 41

山 添 村 3 3 2 1 1 1 1 2 11

平 群 町 3 2 1 4 1 11

三 郷 町 1 1

斑 鳩 町 2 2 1 4 1 1 9

安 堵 町 1 1 1 1 3

川 西 町 2 3 1 1 2 6

三 宅 町 2 2

田 原 本 町 2 5 1 1 1 2 7

曽 爾 村 2 1 3

御 杖 村 1 1 1 2

高 取 町 2 2 1 1 1 5

明 日 香 村 2 2 1 2 5

上 牧 町 1 1

王 寺 町 1 1 1 1 2 5

広 陵 町 1 2 1 4 1 7

河 合 町 1 1 1 2

吉 野 町 2 6 1 4 2 1 2 1 1 6 3 23

大 淀 町 1 1 1 1 3

下 市 町 3 1 1 1 2 8

黒 滝 村 1 1 1 2

天 川 村 2 1 1 6 1 11

野 迫 川 村 1 1 2 1 2 6

十 津 川 村 2 3 1 1 2 6

下 北 山 村 1 1

上 北 山 村 1 1 1 3

川 上 村 1 5 6

東 吉 野 村 1 1 2 1 1 2 1 1 9

118 191 43 103 50 14 14 17 8 53 4 60 3 40 23 1 551

※１ ※2 ※3

イ．県指定文化財

合　　計

件　名

市町村名

宇 陀 市

山辺郡

生駒郡

磯城郡

宇陀郡

高市郡

北
葛
城
郡

橿 原 市

桜 井 市

吉

野

郡

葛 城 市

五 條 市

御 所 市

生 駒 市

香 芝 市

資

料

考

古

史

跡

天 理 市

大 和 郡 山 市

建 造 物 絵

画

資

料

歴

史

平成30年4月1日現在

文

化

財

有

形

民

俗

技

術

選

定

保

存

計

無
形
文
化
財

文

化

財

無

形

民

俗

名

勝

天
然
記
念
物

 (注１)２つ以上の市町村にまたがる史跡・天然記念物・無形民俗文化財があるため、合計が一致しない。
※１：「塔の森」は奈良市・天理市。※2：「イワナ」は天川村、野迫川村。※3：「金峯山寺の蓮華会」は大和高田市、吉野町。
(注２)「神野山」（名勝・天然記念物、山添村）は、名勝にのみ含む。

奈 良 市

大 和 高 田 市

工
芸
品

典

籍

書

跡

古
文
書

彫

刻

有 形 文 化 財
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件 棟

27 32 92 8 13 3 7 150
(10) (40) (11) (1) (1) (4) (5) (72)

3 6 3 ○ ○ (8) 生 涯 学 習 課

3 2 36 6 45 ○ ○ (7) 生 涯 学 習 課

27 4 31 ○ ○ (7) 文 化 財 課

7 8 10 1 1 19 ○ ○ (9) 文 化 財 課

4 4 29 3 7 1 44 ○ ○ (11) 文 化 財 課

5 7 26 2 1 1 1 36 ○ ○ (9) 文 化 財 課

2 4 3 1 1 7 ○ ○ (11) 文 化 財 課

2 1 3 ○ ○ (5) 生 涯 学 習 課

1 1 19 2 3 1 5 31 ○ ○ (10) 生 涯 学 習 課

1 1 ○ ○ (6) 教 育 総 務 課

3 9 9 2 2 1 17 ○ ○ (11) 文 化 財 課

山 添 村 15 15 38 5 3 5 1 2 2 71 ○ ○ (8) 教育委員会事務局

平 群 町 15 4 19 ○ ○ (6) 総 務 課

三 郷 町 7 2 1 10 ○ ○ (6) 生 涯 学 習 課

斑 鳩 町 1 2 3 ○ ○ (6) 生 涯 学 習 課

安 堵 町 1 4 1 6 ○ ○ (9) 歴史民俗資料館

川 西 町 6 1 1 8 ○ ○ (10) 教育委員会事務局

三 宅 町 ○ ○ (4) 社 会 教 育 課

田 原 本 町 7 1 8 ○ ○ (5) 文化財保存課

曽 爾 村 教育委員会事務局

御 杖 村 教育委員会事務局

高 取 町 4 4 ○ ○ (4) 教育委員会事務局

明 日 香 村 1 1 2 2 1 1 7 ○ ○ (10) 文 化 財 課

上 牧 町 社 会 教 育 課

王 寺 町 4 1 5 ○ ○ (6) 生 涯 学 習 課

広 陵 町 1 1 2 1 1 2 7 ○ ○ (5) 文 化 財 保 存 課

河 合 町 4 1 5 ○ ○ (6) 生 涯 学 習 課

吉 野 町 3 5 8 ○ ○ (7) 教育委員会事務局

大 淀 町 4 3 1 1 2 11 ○ ○ (10) 文 化 振 興 課

下 市 町 2 2 21 3 1 27 ○ ○ (12) 教育委員会事務局

黒 滝 村 5 5 ○ ○ (5) 教育委員会事務局

天 川 村 23 23 ○ ○ (6) 教育委員会事務局

野 迫 川 村 3 3 6 1 1 11 ○ ○ (5) 教育委員会事務局

十 津 川 村 2 15 3 3 8 ○ ○ (4) 教 育 課

下 北 山 村 2 2 ○ ○ (5) 教育委員会事務局

上 北 山 村 8 1 9 ○ ○ (3) 教育委員会事務局

川 上 村 2 2 14 4 4 2 4 30 ○ ○ (5) 教育委員会事務局

東 吉 野 村 1 3 8 1 1 1 12 ○ ○ (4) 教育委員会事務局

83 115 443 52 3 42 2 34 24 3 0 686 36 36 (257)

吉

野

郡

合　　計

 (注１)　文化財保護条例制定の有無欄○は制定、空白は未制定。
（注２） 文化財保護審議会設置の有無欄○は設置、空白は未設置、（　）内は審議会委員数。
（注３）　奈良市の下段（　）内は旧月ヶ瀬村・旧都祁村指定、合計には含まない。

山辺郡

生駒郡

磯城郡

宇陀郡

高市郡

北
葛
城
郡

五 條 市

御 所 市

生 駒 市

香 芝 市

葛 城 市

宇 陀 市

文 化 財 課

大 和 高 田 市

大 和 郡 山 市

天 理 市

橿 原 市

桜 井 市

○ (12)奈 良 市 ○

ウ．市町村指定文化財等 平成30年4月１日現在
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