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高知県文化財保存活用大綱の策定について 

 
 現在策定に向け作業を進めております「高知県文化財保存活用大綱」につい

て別添のとおりご報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



(１) 地域における文化財の総合的な保存・活用
① 都道府県は、文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定できる

② 市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存・活用に関する総合的な計画（文化

財保存活用地域計画）を作成し、国の認定を申請できる。計画作成等に当たっては、住

民の意見の反映に努めるとともに、協議会を組織できる（協議会は市町村、都道府県、

文化財の所有者、文化財保存活用支援団体のほか、学識経験者、商工会、観光関係団体

などの必要な者で構成）

③ 市町村は、地域において、文化財所有者の相談に応じたり調査研究を行ったりす
る民間団体等を文化財保存活用支援団体として指定できる

(２) 個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し
① 国指定等文化財の所有者又は管理団体（主に地方公共団体）は、保存活用計画を

作成し、国の認定を申請できる

② 所有者に代わり文化財を保存・活用する管理責任者について、選任できる要件を
拡大し、高齢化等により所有者だけでは十分な保護が難しい場合への対応を図る

(３) 地方における文化財保護行政に係る制度の見直し
① 下記２．により地方公共団体の長が文化財保護を担当する場合、当該地方公共団

体には地方文化財保護審議会を必置とする
② 文化財の巡視や所有者への助言等を行う文化財保護指導委員について、都道府県

だけでなく市町村にも置くことができることとする

(４) 罰則の見直し
① 重要文化財等の損壊や毀棄等に係る罰金刑の引き上げ等

文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の一部を改正する法律の概要

平成31年４月１日

概 要

１．文化財保護法の一部改正

趣 旨

２．地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

地方公共団体における文化財保護の事務は教育委員会の所管とされているが、条例
により地方公共団体の長が担当できるようにする

過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題で
あり、未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取
組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方
文化財保護行政の推進力の強化を図る。

【計画の認定を受けることによる効果】
・国の登録文化財とすべき物件を提案できることとし、未指定文化財の確実な継承を推進

・現状変更の許可など文化庁長官の権限に属する事務の一部について、都道府県・市のみ
ならず認定町村でも行うことを可能とし、認定計画の円滑な実施を促進

【計画の認定を受けることによる効果】
・国指定等文化財の現状変更等にはその都度国の許可等が必要であるが、認定保存活用
計画に記載された行為は、許可を届出とするなど手続きを弾力化

・美術工芸品に係る相続税の納税猶予（計画の認定を受け美術館等に寄託・公開した場
合の特例）

施行期日

【第183条の2第1項】

【第183条の5、第184条の2】

【第192条の2、第192条の3】

【第53条の2第1項等】

【第53条の4等（税制優遇は税法で措置）】

【第31条第2項等】

【第190条第2項】

【第191条第1項】

【地教行法第23条第1項】

【第183条の3第1項、同条第3項、第183条の9】

【第195条第1項等】

別紙 
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文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・
保存活用計画の策定等に関する指針【概要】

平成30年の文化財保護法（以下「法」という。）の改正により、新たに制度化された（１）都
道府県による文化財保存活用大綱の策定、（２）市町村による文化財保存活用地域計画の作成及
び文化庁長官による認定、（３）市町村による文化財保存活用支援団体の指定、（４）所有者等
による保存活用計画の作成及び文化庁長官による認定等に関して、その作成・推進等が円滑に進
むよう、作成等に当たっての基本的な考え方や具体的な記載事項、留意事項等を示したもの。

○大綱は、各都道府県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、当該都道府
県内において各種の取組を進めていく上で共通の基盤となるもの。

○大綱には、以下に掲げる内容を基本的な記載事項として定める。

○策定の際は、文化財の専門家や所有者、民間団体関係者、市町村の文化財担当者等の意見を
聴くとともに、関係部局と情報共有を図るなど適切に連携することが望ましい。

○地域計画は、各市町村が目指す目標や中長期的に取り組む具体的な内容を記載した、当該市
町村における文化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プラン。

○地域計画には、以下に掲げる内容を記載事項として定める（法第183条の３第２項各号）。

○作成の際は、協議会を設置して多様な関係者の意見を踏まえることが望ましい。協議会には、
都道府県、市町村の都市計画・教育・観光等の関係部局のほか、文化財の保存会やNPO団体、
自治会、大学・高専教員、学芸員等の必要な者が参画できる。また、地方文化財保護審議会
の意見聴取を行うほか、パブリックコメント等により住民意見の反映に努めることが必要。

○文化庁長官の認定を受けるには、以下の基準を満たすことが必要（法第183条の３第５項各号）。

①文化財の保存・活用に関する基本的な方針、②文化財の保存・活用を図るために講ずる措置
③域内の市町村への支援の方針、④防災・災害発生時の対応、⑤文化財の保存・活用の推進体制

（第１号関係）[当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針]
①当該市町村の概要、②当該市町村の文化財の概要、③当該市町村の歴史文化の特徴、
④文化財の保存・活用に関する課題、⑤文化財の保存・活用に関する方針

（第２号関係）[⑥当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために講ずる措置の内容]

（第３号関係）[⑦当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項]

（第４号関係）[⑧計画期間]

（第５号関係）[文部科学省令で定める事項] ⑨文化財の保存・活用の推進体制等

（その他、必要に応じて任意で定めることができる事項）
⑩関連文化財群に関する事項、⑪文化財保存活用区域に関する事項、⑫認定を受けた場合の
事務処理特例の適用を希望する事務の内容、⑬その他の事項

指針の位置付け

（第１号関係）[当該地域計画の実施が文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること]
・計画期間内に実施すべき措置が盛り込まれていること
・それらが文化財の保存・活用に寄与するものであることが合理的に説明されていること

（第２号関係）[円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること]
・措置の実施主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
・措置の実施スケジュールが明確であること
・認定を受けた場合の事務処理の特例の適用を希望する場合には、当該事務の実施に必要な

人員の配置など適切な実施体制が確保されていること

（第３号関係）[大綱が定められているときは、当該大綱に照らして適切なものであること]

１．文化財保存活用大綱

指針の主な内容

２．文化財保存活用地域計画
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○支援団体は、市町村が地域の民間団体と連携・協力していくパートナーシップを結ぶことに
より、地域の多様な主体を文化財に関する各種施策の推進主体として位置付けたもの。

○支援団体には、文化財の保存・活用に取り組む社団法人、財団法人、NPO法人、営利団体（民
間企業等）、法人格を持たない任意の団体などが指定されることが考えられる。

○指定の際は、定款や事業計画書、財務諸表等により、団体の組織・資金等の面を確認するこ
とが必要。また、市町村と支援団体は適正な役割分担のもとに円滑に連携するため、定期的
に意見交換の場を設けるなど、認識の共有を図りながら取組を進めることが望ましい。

○個人・法人が重要文化財や重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地を一定の
支援団体に譲渡する場合、譲渡所得の課税の特例等を受けることができる。

○保存活用計画は、個々の国指定文化財及び登録文化財を対象に、所有者・管理団体等が作成
する保存・活用の考え方や具体的な取組の内容を定めた基本的な計画である。

○保存活用計画には、文化財類型に応じた記載事項を定める。

○作成の際は、地方公共団体の文化財担当部局や文化財の専門家等の指導・助言を求めたり、
意見を聴きながら作成することが考えられる。

○文化庁長官の認定を受けるには、以下の基準を満たすことが必要。

【重要文化財（建造物）の場合】
（当該重要文化財に関する基本的な事項）

①当該重要文化財の名称・所在地等、②当該重要文化財の所有者・管理団体等、
③保存活用計画の対象とする区域、④当該重要文化財の概要・価値等

（当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容）
⑤保存の現状と課題、⑥活用の現状と課題、⑦保存管理に関する事項、⑧環境保全に関する
事項、⑨防災・防犯に関する事項、⑩活用に関する事項、⑪保護に関する諸手続

（計画期間）⑫計画期間

（必要に応じて任意で記載する事項）
⑬現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という。）に関する事項、
⑭修理に関する事項

（保存活用計画の実施が文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること）【全類型共通】
・文化財の状況に応じて、計画期間内において実施すべき措置が盛り込まれていること
・それらが文化財の保存・活用に寄与するものであることが合理的に説明されていること

（円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること）【全類型共通】
・措置の実施主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
・措置の実施スケジュールが明確であること

（大綱又は認定地域計画が定められているときは、これらに照らして適切なものであること）【全類型共通】
・保存活用計画の内容が大綱又は認定地域計画と整合性のとれたものとなっていること

（現状変更等に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に適合す
るものであること）【重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、登録有形文
化財、登録有形民俗文化財、登録記念物】
・現状変更等の実施方法等が明らかであることや、文化財が毀損するおそれがないことなど

（修理に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に適合するものであるこ
と）【重要文化財】
・修理の実施方法等が明らかであることや、文化財が毀損するおそれがないことなど

（公開を目的とする寄託契約に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に
適合するものであること）【重要文化財（美術工芸品）、登録有形文化財（美術工芸品）】
・当該寄託契約に、寄託先美術館・博物館で当該美術工芸品を適切に公開する旨の定めがあ
ることや、５年以上の期間にわたって有効な契約であることなど

３．文化財保存活用支援団体

４．保存活用計画
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番号 委員名 所　　　属 備考

1 稲葉　信子 筑波大学大学院教授

2 鈴木　堯士 高知県文化財保護審議会長

3 木下　くみ子 高知SGG善意通訳クラブ

4 海老塚　和秀 文化財所有者代表 宗教法人竹林寺　住職

5 松島　朝秀
高知大学教育研究部

人文社会科学系
人文社会科学部門准教授

6 山本　正篤 市代表（都市教育長協議会） 高知市教育長

7 田中　勝之 町村代表（町村教育長会） 北川村教育長

8 吉村　大 観光振興部長

9 橋口 欣二 文化生活スポーツ部長

別記１　高知県文化財活用大綱策定委員会　委員名簿
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高知県文化財保存活用大綱策定スケジュール 
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骨子作成 

第１回策定委

員会（４月） 

①方針協議 

②骨子検討 

市町村・所有者との意見交換 

第２回策定委

員会（９月） 

①素案検討 

素案作成・修正 

第３回策定

委員会 

①案検討 

文化財保護審議

会の意見聴取 文化財保護審議

会の意見聴取 

パブリック 
コメント 

第４回策

定委員会 

①案決定 
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