
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
関
す
る
　

問
い
合
わ
せ                          

　
町
教
育
委
員
会
文
化
課

　
　
　
　
　
　
１
７
３
２
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埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
経
過
報
告

　
川
内
川
河
川
激
甚
災
害
特
別
緊
急
事
業
に
伴
う
虎
居
城
跡
の
発
掘
調
査
が
、
５
月
８
日
か
ら
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
さ
つ
ま

町
教
育
委
員
会
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
伐
採
工
事
も
６
月
末
に
は
終
了
し
、
樹
木
や
竹
に
覆
わ
れ
て
い
た

虎
居
城
跡
の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
虎
居
の
町
並
み
を
一
望
で
き
る 

　
「
シ
オ
ノ
城
」
と
「
ナ
カ
ノ
城
」 

　
「
シ
オ
ノ
城
」
や
「
ナ
カ
ノ
城
」

と
呼
ん
で
い
る
台
地
に
上
が
る
と
、

平
坦
地
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
一
角

に
土
塁
状
の
盛
土
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
平
坦
地
を
曲
輪
と
い
い

ま
す
。
曲
輪
に
、
土
塁
の
ほ
か
に
ど

の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
に
発
掘
調
査
を
進
め

て
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

　
川
内
川
は
「
シ
オ
ノ
城
」
「
ナ
カ

ノ
城
」
の
北
側
を
流
れ
、
標
高
差
約

４０
メ
ー
ト
ル
の
険
し
い
崖
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
川
内

川
の
向
こ
う
に
虎
居
の
町
並
み
を
一

望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
水
を
張
っ
た
か
、
湿
地
に
し
て

　
防
御
性
を
高
め
て
い
た
虎
居
城

　
　

　
「
シ
オ
ノ
城
」
「
ナ
カ
ノ
城
」
の

ほ
か
、
宮
之
城
高
校
跡
地
も
「
オ
キ

タ
ノ
城
」
と
呼
ば
れ
る
曲
輪
で
す
が
、

こ
れ
ら
曲
輪
の
間
は
、
堀
が
作
ら
れ

て
、
防
御
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
況
を

見
る
と
比
較
的
な
だ
ら
か
で
、
間
隔

も
広
く
、
あ
ま
り
防
御
の
役
割
を
果

た
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
試
掘
を
し
た
と
こ
ろ
、
室

町
時
代
の
終
わ
り
頃
の
地
面
が
２
～

３
メ
ー
ト
ル
下
か
ら
見
つ
か
り
ま
し

た
。
し
か
も
、
谷
を
活
し
た
険
し
い

形
状
を
し
て
い
ま
す
。

　
堀
部
分
を
掘
り
進
め
て
行
く
と
、

堀
と
曲
輪
の
境
部
分
か
ら
水
が
た
く

さ
ん
湧
き
出
し
て
き
ま
す
。
虎
居
城

跡
の
地
下
に
は
岩
盤
の
地
層
が
あ
る

た
め
、
地
下
水
が
湧
き
出
し
て
く
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
況
で
は
空

堀
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
水
を
張
っ
た

か
、
湿
地
に
し
て
防
御
性
を
高
め
て

い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
廃
城
に
な
っ
て
、
お
よ
そ
四
百

　
年
が
経
過

　
江
戸
時
代
の
一
六
一
五
（
元
和
元
）

年
の
「
一
国
一
城
令
」
に
よ
り
、
虎

居
城
は
廃
城
と
な
り
、
宮
之
城
島
津

氏
の
家
臣
団
が
こ
の
地
に
住
ん
だ
と

文
献
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
城

の
防
御
性
を
残
し
た
ま
ま
で
は
、
反

乱
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
、
大
規
模
に
堀
を
埋
め
立
て
た

の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
虎
居
城
は
、
廃
城
に
な
っ
て
お
よ

そ
四
百
年
が
経
過
し
ま
す
。
廃
城
に

伴
う
城
の
改
変
と
そ
の
後
の
災
害
や

畑
地
に
利
用
さ
れ
た
り
な
ど
し
て
戦

国
当
時
の
景
観
は
大
き
く
変
っ
て
い

ま
す
。

　
今
後
さ
ら
に
発
掘
調
査
を
進
め
、

そ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
、
よ
り
確
実

に
記
録
に
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

●
寄
稿
　

鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
虎
居
城
跡
発
掘
調
査
担
当
）

　
　
　
文
化
財
主
事
　
中
村
　
和
美

シオノ城跡から市街地を望むシオノ城跡から市街地を望む

く
る
わ

５ 広報さつま

シリーズ②

　町内には，いたる所に白いペンキが塗られた四角い柱の標柱があります。この標柱は，「ここに

文化財がありますよ」との目印です。

　柱に書いてある文字が『鹿児島県指定文化財○○○○』と書いてあれば，鹿児島県で貴重な大切

なものと，認められた文化財です。『さつま町指定文化財○○○○』と書いてあれば，さつま町で

貴重な大切なものと，認められた文化財です。その他にも多くの文化財の標柱がありますが，これ

もここに文化財がある目印となっています。

　よく，柱には，さつま町教育委員会と書いてあり

ますが，さつま町教育委員会が，その文化財の管理

をしているのではなく，標柱を作成して建てたのが，

さつま町教育委員会ということになっています。

　文化財の標柱には，いろいろな意味があります。

今度，見かけたら，ゆっくりと見てください。文化

財の標柱巡りをしてみても楽しいかも・・・。

ふるさと歴史探訪
このコーナーは、ふるさとの歴史や文化財などを紹介します。

※２ヶ月に１度の掲載となります。

文化財の標柱

虎居の庚申塔（県指定）

鶴田大角の庚申塔への入口（県指定）永野別府原古墳（県指定）


