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問１ 二上山は、瀬戸内火山帯に属し、その昔火山活動をしていました。その活動に伴う溶岩や火山灰が

堆積し始めた頃、麓の香芝市付近はどのような状態だったと考えられているでしょう。 

⑴ 内海の海水域  ⑵ 湿地の森林  ⑶ 淡水の湖  ⑷ よくわかっていない 
 

問２ 香芝市内には屯鶴峯
どんづるぼう

から二上山・葛城山・金剛山を通るダイヤモンドトレイルと尼寺廃寺跡
に ん じ は い じ あ と

から

関屋
せ き や

を通り二上山に向かう近畿自然歩道の２本の自然歩道が整備されています。 

この香芝市内を通る近畿自然歩道にはどのようなルート名がつけられているでしょう。 

⑴ 金剛生駒ふれあいルート  ⑵ 金剛生駒まほろばルート 

⑶ 金剛生駒やすらぎルート  ⑷ 金剛生駒かつらぎルート 
 

問３ 二上山の山中で出会った「翔
と

ぶ女」に好奇心をかきたてられ、出生の謎を知ることになる主人公

速見卓
は や みた く

を描いた小説『風の王国』。この小説を著した直木賞作家は誰でしょう。 

⑴ 黒岩重吾  ⑵ 水上 勉  ⑶ 司馬遼太郎  ⑷ 五木寛之 
 

問４ 昭和 26(1951)年に奈良県の天然記念物に指定された香芝市の景勝地「屯鶴峯」は、白色の断崖が

訪れる人の目を奪う景観ですが、この白い岩肌を作っているのは何という岩石でしょう。 

⑴ 安山岩
あんざんがん

  ⑵ 珪藻土
け い そう ど

  ⑶ 石灰岩
せっかいがん

  ⑷ 凝灰岩
ぎょうかいがん

 
 

問５ 二上山の上
かみ

ノ
の

池
いけ

横登山口（香芝市畑
はた

）から登山すると、途中、大和平野を一望できる休憩所があり

ます。それは何合目にあるでしょう。 

⑴ ４合目  ⑵ ５合目  ⑶ ６合目  ⑷ ７合目 
 

問６ 二上山の東麓の山域には火山岩の侵蝕による孤
こ

峰
ほう

があり、山城構築の跡も残されています。

大将軍山
だいじょうごやま

と呼ばれる孤峯もその一つですが、戦国の世にこの山城を築いたとされるのは次のうちどの

国人
こくじん

でしょう。 

⑴ 岡氏  ⑵ 葛城
かずらき

氏  ⑶ 高田氏  ⑷ 万歳
まんざい

氏 

 

問７ 古代より大和と河内を結ぶ街道が多く設けられていましたが、穴虫
あなむし

峠から畑－磯壁
いそかべ

－狐井
き つ い

－瓦口
かわらぐち

を通っていた街道は、次のうちどれでしょう。 

⑴ 田原本街道  ⑵ 伊勢街道  ⑶ 堺街道  ⑷ 長尾街道 

 

問８ 香芝市では穴虫地区の「屯鶴峯」が奈良県の天然記念物に指定されていますが、そのほかに何カ所

天然記念物に指定されているでしょう。 

⑴ ない  ⑵ １カ所  ⑶ ２カ所  ⑷ ３カ所 
 

問９「屯鶴峯」の地下には、旧陸軍が造営したとされる地下壕が残っています。その地下壕を利用して大

学の地震観測所が設置されています。次のどの大学の施設でしょう。 

⑴ 京都大学  ⑵ 大阪大学  ⑶ 神戸大学  ⑷ 奈良大学 
 

問10 二上山周辺で産出されるサヌカイトは、ガラス質の岩石で打ち欠くと貝殻のように割れて鋭い刃

ができるため、打製石器の原材として用いられました。近畿地方中央部で後期旧石器時代に行われて

いたサヌカイトを石器にするための技法を、何と呼ぶでしょう。 

⑴ 河内
か わ ち

技法  ⑵ 国中
くんなか

技法  ⑶ 瀬戸内
せ と う ち

技法  ⑷ 讃岐
さ ぬ き

技法 
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問11 二上山麓の岩石が古墳造りに利用されたことは広く知られていますが、次の岩石のうち、古墳造り

にあまり利用されていないのはどれでしょう。 

⑴ 凝灰岩
ぎょうかいがん

  ⑵ 安山岩
あんざんがん

  ⑶ 玄武岩
げ ん ぶが ん

  ⑷ 讃岐岩
さ ぬ きい わ

 

 

問12 金剛
こんごう

砂
しゃ

（ザクロ石）は１月の誕生石であるガーネットのことで、二上山石切場火山岩が風化流出し

て低地に堆積した赤褐色の砂ですが、明治20(1887)年頃からさまざまな形でこの金剛砂が利用されて

います。次のうち、金剛砂を利用していないのはどれでしょう。 

⑴ 塗料  ⑵ 墓石  ⑶ リトグラフ  ⑷ ゼロ戦の整備 

 

問13 香芝市から穴虫峠を通って大阪府の太子町に抜ける途中、白い岩肌の奈良県天然記念物の「屯鶴峯」

がありますが、標高は何メートルあるでしょう。 

⑴ 94メートル  ⑵ 124メートル  ⑶ 154メートル  ⑷ 184メートル 

 

問14 香芝市北部、志都美
し ず み

地区平野
ひ ら の

にある「平野塚穴山
つかあなやま

古墳」は平野古墳群と呼ばれる古墳の一つです。

この古墳は平野何号墳と呼ばれているでしょう。 

⑴ 平野１号墳  ⑵ 平野３号墳  ⑶ 平野５号墳  ⑷ 平野７号墳 

 

問15 下田地区狐井にある「狐井城山
しろやま

古墳」は５世紀末から６世紀前半に築造されたと考えられています

が、古墳の形としては、次のうちどれでしょう。 

⑴ 前方後円墳  ⑵ 帆立
ほ た て

貝
がい

式前方後円墳  ⑶ 方墳  ⑷ 円墳 

 

問16 香芝市内にある古墳の中で、現在、竹やぶの中にひっそりと口を開けている古墳があります。その

古墳は、つぎのうちどの古墳でしょう。 

⑴ 今泉
いまいずみ

１号墳  ⑵ 平野車
くるま

塚
づか

古墳  ⑶ 坊主
ぼ う ず

山古墳（瓦口） ⑷ 別所
べっしょ

城山２号墳 

 

問17 香芝市北部の尼寺地区に厨
くりや

神社がありますが、この神社はある神社の境外摂社
けいがいせっしゃ

（例：春日神社（畑

七丁目）は、葛城市加守の葛木倭文座天羽雷命
かつらきしとりにいますあめのはいかづちのみこと

神社の境外摂社と考えられています。）と考えら

れています。その神社は、次のうちどの神社でしょう。 

⑴ 伊邪那岐
い ざ な ぎ

神社（上牧町下牧）  ⑵ 貴船
き ぶ ね

神社（上牧町上牧） 

⑶ 火幡
ほ ば た

神社（王寺町畠田）    ⑷ 久度
く ど

神社（王寺町久度） 

 

問18 雲門寺
う も ん じ

というたいへん大きな寺院が志都美地区今泉の山中にあったと文献に見えますが、数多く

の僧坊
そうぼう

（寺院付属の僧の住居か）があったと記録されています。僧坊はいくつあったと書かれている

でしょう。 

⑴ 12  ⑵ 32  ⑶ 52  ⑷ 72 

 

問19 下田地区にある鹿島
か し ま

神社では、数百年前から続いている結鎮座
け っ ちん ざ

という祭礼が毎年１月に行われて

いますが、いつの時代から行われているでしょう。 

⑴ 奈良時代  ⑵ 平安時代  ⑶ 鎌倉時代  ⑷ 室町時代 
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問20 二上地区の「穴虫」という地名の表記は、別の漢字を当てたものがその昔に使われていたといいま

す。次のうちどの漢字を当てた表記と考えられているでしょう。 

⑴ 穴莚  ⑵ 穴蓆  ⑶ 穴筵  ⑷ 穴蒸 

問21 平安時代初期に編纂
へんさん

された『倭名類聚抄
わみょうるいじゅしょう

』によると、大和国の葛下郡
か つ げぐ ん

には七つの郷名
ごうめい

が見えます。

次のうち、香芝市内を含んでいないと考えられる郷はどれでしょう。 

⑴ 品寺
ほ む ち

（保無智）  ⑵ 山直
やまだい

  ⑶ 賀美
か み

  ⑷ 當麻
た い ま

（多以末） 

 

問22 第17代履中
りちゅう

天皇が皇太子の頃、弟の住吉仲皇子
すみのえのなかつみこ

の反乱に遭い、難波宮
なにわのみや

から大和に逃れようとしまし

た。途中出会った少女に敵の待ち伏せを教えてもらい、難を逃れたことが記紀にみえます。『古事記』

では竹内峠を越えて行ったとありますが、『日本書紀』では違っています。皇太子は、どこを越えて

行ったとされているでしょう。 

⑴ 水越
みずこし

越え  ⑵ 穴虫越え  ⑶ 田尻
た じ り

越え  ⑷ 竜田
た つ た

越え 

 

問23 『日本書紀』垂仁
すいにん

天皇七年七月七日の条に、当麻蹶速
たいまのけはや

と力比べをさせるため出雲から野見宿禰
の み の す く ね

を呼

んで天皇の前で相撲を取らせたとあり、これが日本の相撲の始まりといわれています。その相撲を取

らせた場所の伝説が香芝市内にありますが、何と呼ばれているところでしょう。 

⑴ 舞台  ⑵ まわし池  ⑶ 腰折田
こ し おれ だ

  ⑷ 蹶速塚 

 

問24 『日本書紀』の崇神
す じ ん

天皇九年三月の条に大物主命
おおものぬしのみこと

の祟
たた

りを鎮めるため「宇陀墨坂ノ神
う だ す み さ か の か み

に赤色の楯矛
たてほこ

を祀
まつ

り、また、大坂ノ神
おおざかのかみ

に黒色の楯矛を祀る」と記述されています。東を守る墨坂ノ神を祀るのが宇

陀市榛原の墨坂神社ですが、西を守る大坂ノ神を祀るのは、次のうちどの神社でしょう。 

⑴ 三輪神社（田尻）  ⑵ 春日神社（畑七丁目） 

⑶ 八幡
はちまん

神社（関屋）  ⑷ 大坂山口神社（逢坂
おうさか

・穴虫） 

 

問25 記紀によると、古代皇族の武埴
たけはに

安彦とその妻・吾田媛
あ た ひ め

が天皇に謀反
む ほ ん

を起こし王権を奪おうとしまし

た。夫は山背
やましろ

（現：京都府木津町木津川市）から、妻は河内から穴虫峠を通って大和へ攻め入ろうと

しましたが、天皇が謀反を事前に察知していたため、二人とも討ち取られ失敗に終わりました。この

ときの天皇は誰だったでしょう。 

⑴ 第８代 孝元
こうげん

天皇 ⑵ 第９代 開化
か い か

天皇 ⑶ 第 10代 崇神天皇 ⑷ 第 11代 垂仁天皇 

 

問26 『日本書紀』に「其
そ

の墓を号
なづ

けて●●と謂ふ
い う

。是
こ

の墓は日
ひる

は人が作り、夜は神が作る。故
ゆえ

、大坂山

の石を運びて造る。則
すなわ

ち山より墓に至るまでに、人民相踵
あ い つ

ぎて、手遞傳
た ご し

にして運ぶ。」とあり、古墳

を造るために人々が手渡しで石を運んだとあります。「●●」は、どの古墳のことでしょう。 

⑴ 狐井城山古墳  ⑵ 平野塚穴山古墳  ⑶ 牧野
ば く や

古墳  ⑷ 箸墓
はしはか

古墳 

 

問27 二上地区の高山台土地区画整理事業に伴う発掘調査により高山
たかやま

火葬墓
か そ う ぼ

（奈良時代）から日本で最初

の流通貨幣と言われる和同開珎
わどうかいちん

が31枚出土しました。出土したこの高山火葬墓は、今のどのあたりに

位置しているでしょう。 

⑴ 高山台一丁目 ⑵ 高山台二丁目 ⑶ 高山台三丁目 ⑷ 香芝西中学校南側（高山台区域外・穴虫） 
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問28 香芝市に関する唯一の国宝は二上山麓の穴虫東のゴボ山から江戸時代に出土した「威奈大村
いなのおおむら

骨蔵

器」です。二上山博物館に展示されているレプリカですが、その原品はどこに寄託されているでしょ

う。 

⑴ 東京国立博物館  ⑵ 京都国立博物館  ⑶ 奈良国立博物館  ⑷ 九州国立博物館 

 

問29 毎年２月22日、聖徳太子の亡骸を太子の御廟
ごびょう

（墓）まで運んだとされる「太子葬送の道」を太子を

偲んで法隆寺から御廟までを歩く「太子道をたずねる集い」という行事が行われています。 

その御廟は、どこにあるでしょう。 

⑴ 当麻寺（葛城市）  ⑵ 祐泉寺
ゆ う せん じ

（葛城市） 

⑶ 叡福寺
え い ふく じ

（太子町）  ⑷ 四天王寺（大阪市天王寺区） 

 

問30 志都美地区から王寺町や上牧町は、古くから「片岡」と呼ばれてきました。戦国時代にこの地方に

城を構えていた片岡氏がいましたが、この城を築城したのは次のうち誰でしょう。 

⑴ 片岡国春  ⑵ 片岡利持  ⑶ 片岡利盛  ⑷ 片岡篤史 
 

問31 二上山の山頂にかつて二上山城があり、戦国時代には何人かの国人が入城し、戦の拠点としました

が、この二上山城の城郭を築いたといわれている武将は、次のうち誰でしょう。 

⑴ 赤沢朝経
ともつね

  ⑵ 木沢長政  ⑶ 松永久秀  ⑷ 楠木正成
まさしげ

 
 

問32 次の４つの「二上山」に因んだ万葉歌のうち、一つは越中
えっちゅう

富山県の「二上山」を歌ったものです。

それは、どの歌でしょう。 

⑴ 渋谿
しぶたに

の 二上山
ふたがみやま

に 鷲
わし

そ子産むといふ 翳
さしば

にも 君がみために 鷲そ子産むといふ 

⑵ 二上
ふたかみ

に 隠らふ月の 惜しけども 妹
いも

が手本
た も と

を 離るるこのごろ 

⑶ 紀道
き ぢ

にこそ 妹山
いもやま

ありといへ 玉櫛笥
た ま くし げ

 二上山
ふたかみやま

も 妹
いも

こそありけれ 

⑷ うつそみの 人にある我れや 明日
あ す

よりは 二上山
ふたかみやま

を 弟背
い ろ せ

と我が見む 
 

問33 香芝市内には七カ所に万葉歌碑があります。次の歌の中で、これらの歌碑にないのはどの万葉歌で

しょう。 

⑴ 片岡の この向
むか

つ峰に 椎蒔
し い ま

かば 今年の夏の 蔭にならむか 

⑵ あしひきの 山のしづくに 妹
いも

待つと 我れ立ち濡れぬ 山のしづくに 

⑶ 紫草
むらさき

の にほへる妹
いも

を 憎くあらば 人妻ゆゑ
え

に 我れ恋ひめやも 

⑷ 玉くしげ 二上山
ふたがみやま

に 鳴く鳥の 声の恋しき 時は来にけり 
 

問34 葛城氏は、実在が確認出来ている日本最古の豪族ですが、後に衰退してしまいます。その葛城氏に

縁
ゆかり

があるとされている神社は、次のうちどの神社でしょう 

⑴ 大鳥神社（堺市）      ⑵ 伊勢神宮（伊勢市） 

⑶ 八坂神社（京都市東山区）  ⑷ 下鴨神社（京都市左京区） 
 

問35 志都美神社社殿背後の石垣にひとつの陰刻のある碑がはめ込まれ、両側に対照的な四角の燈明台

があります。その碑にはある疫病
えきびょう

があったが村人は神社に祈願を続け、一人の罹患
り か ん

も無く、防疫に

成功した喜びの感謝の表れとして彫られたといいます。その疫病とは、次のうちどれでしょう。 

⑴ 結核  ⑵ 赤痢
せ き り

  ⑶ 腸チフス  ⑷ コレラ 
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問36 香芝市内で毎年行われているお祭り（縁日）のうち、今はもうほとんど行われなくなったのは次の

うちどの祭りでしょう。 

⑴ 金毘羅
こ ん ぴ ら

祭り  ⑵ 庚申
こうしん

祭り  ⑶ 宵宮
よ み や

  ⑷ 板仏
いたぼとけ

 

 

問37 『源氏物語』に描かれている横川
よ か わ

の僧都
そ う ず

は、市内良福寺生誕の伝えがある日本七高僧の一人である

恵心僧都源信
え し んそ うず げん しん

がモデルといわれていますが、この物語に登場する源信の親族のモデルは次のうち誰で

しょう。 

⑴ 姉と妹  ⑵ 母と姉  ⑶ 母と妹  ⑷ 母と姉妹 

 

問38 中世に狐井城山古墳を城砦
じょうさい

として利用した国人（大和武士）がいました。それは、次のうち誰で

しょう。 

⑴ 片岡氏  ⑵ 岡氏  ⑶ 万歳
まんざい

氏  ⑷ 布施氏 

 

問39 志都美の平野地区には「平野七つ石」伝説が残っています。現在、平野地区の道ばたや民家の敷地

の中などに六つの巨石がありますが七つ目が見当たりません。七つ目の石はどこにあるでしょう。 

⑴ 平野の西側の山中  ⑵ 南隣の今泉地区  ⑶ 上牧町の下牧地区  ⑷ 王寺町の畠田地区 

 

問40 次の旧街道のうち、香芝市内を通っていないのはどの街道でしょう。 

⑴ 竹内
たけのうち

街道  ⑵ 長尾街道  ⑶ 太子道  ⑷ 伊勢街道 

 

問41 五位堂
ご い ど う

鋳物師
い も じ

は『大和志』に「鍋五位堂村鋳」とみえるように鍋・釜や鋤
すき

・鍬
くわ

などの農具の生産が

中心でした。鋳物師らは江戸期の産業としての鋳物以外にも意外なものを造っていました。それは、

次のうちどれでしょう。 

⑴ 楽器  ⑵ 仏壇  ⑶ 絵銭
え せ ん

  ⑷ 印鑑 

 

問42 香芝市内のため池で、特に池面積が広いのは分川
ぶんがわ

池と籏尾
は た お

池ですが、その次に大きなため池は、次

のうちどの池でしょう。 

⑴ 長池（五位堂）  ⑵ 籏尾下池（関屋）  ⑶ 千股
ち ま た

池（良福寺）  ⑷ 郡ヶ
こおりが

池（穴虫） 
 

問43 西名阪香芝インターチェンジの入口前方約700メートル先に、標高120メートルの小山があり、頂上

には何かの祠が祀られています。この山を地元の人たちはどのように呼んでいるでしょう。 

⑴  犬山  ⑵ 亀山  ⑶ 蛙
かえる

山  ⑷ 猿山 
 

問44 五位堂地区の墓地のに、郷土のために尽くしたある人物を称え、「嗚呼
あ あ

愛郷無縁之碑」が建てられ、

郷土のためにとった行動が語り継がれています。その人物とは、次のうち誰でしょう。 

⑴ 農業佐平  ⑵ 新左衛門  ⑶ 藤田甚右衛門  ⑷ 安川亀太郎 
 

問45 本市の前身となる香芝町は昭和31(1956)年４月に発足しましたが、その際合併した村の面積が一

番大きかったのは次のうちどの村でしょう。 

⑴ 五位堂村  ⑵ 下田村  ⑶ 二上村  ⑷ 志都美村 
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問46 昭和30(1955)年にそれまで旧国鉄王寺駅―下田駅（現：香芝駅）間には駅がなく、志都美地区に住

む人たちは王寺駅や下田駅まで歩いていました。この不便を解消すべくこの年の暮れに志都美駅と

畠田駅が設置されました。設置にこぎ着けるため尽力された人物の顕彰碑
けんしょうひ

が両駅前に建立されていま

す。その人物とは、次のうち誰でしょう。 

⑴ 瀧井芳一
よしかず

  ⑵ 田中國太郎
く に たろ う

  ⑶ 山本甚五郎
じ ん ごろ う

  ⑷ 黒松喜洲
きしゅう

 
 

問47 近鉄下田駅は、昭和45(1970)年に現在の駅名になりましたが、何という駅名から変更されたでしょ

う。 

⑴ 下田駅  ⑵ 大和下田駅  ⑶ 近鉄大和下田駅  ⑷ 近畿日本下田駅 

 

問48 次の４つの香芝市内の地区の名称は、国土地理院の地図にも掲載されていますが、地方自治法上の

町名でないのは、どの地区名でしょう。 

⑴ 畑之浦  ⑵ 高
たか

  ⑶ 五ヶ所  ⑷ 田尻 

 

問49 香芝市の前身の香芝町が誕生したのは昭和31(1956)年４月１日ですが、その当時の人口は何人だ

ったでしょう。ちなみに、市制施行時の平成３年当時の人口は、約53,000人でした。 

⑴ 約 15,000人  ⑵ 約 20,000人  ⑶ 約 25,000人  ⑷ 約 30,000人 

 

問50 香芝市の面積は、平成27(2015)年度は国土交通省の再測量で前年度より0.03平方キロメートル増え

て24.26平方キロメートルとなりました。全国790市の中で723番目という、県内でも大和高田市（16.48

平方キロメートル）に次ぐ面積の小さな市ですが、隣の大阪府には香芝市より面積の小さい市がいく

つかあります。いくつあるでしょう。 

⑴ ５市  ⑵ ７市  ⑶ ９市  ⑷ 11市 

 

問51 香芝市内には野球、ソフトボール、各種スポーツ・レクリエーションに利用できる「観正山
かんしょうやま

グラ

ウンド」（7,306m2）がありますが、それはどの地区にあるでしょう。 

⑴ 高山台三丁目  ⑵ 真美ヶ丘三丁目  ⑶ 真美ヶ丘六丁目  ⑷ 関屋北一丁目 

 

問52 香芝市には公立のテニスコート施設が２カ所あり、真美ヶ丘の「高塚地区公園」内には「高塚テニ

スコート」があります。砂入りの人工芝コートですが、何面あるでしょう。 

⑴ ２面  ⑵ ３面  ⑶ ４面  ⑷ ５面 

 

問53 ＪＲ五位堂駅が設置されたのは、いつのことだったでしょう。 

⑴ 平成 13年  ⑵ 平成 14年  ⑶ 平成 15年  ⑷ 平成 16年 

 

問54 ＪＲ西日本は、ＪＲ五位堂駅付近で線路に入り込んだカメが電車の進行方向を変える「ポイント」

に挟まり、電車の遅延を防止するため、ある水族館の知恵を借りて線路にカメが落下するＵ字溝を設

置したところ、トラブルが解消されたといいます。この水族館とは、次のうちどの水族館でしょう。 

⑴ 須磨海浜
かいひん

水族館  ⑵ 海遊館  ⑶ 京都水族館  ⑷ 鳥羽水族館 
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問55 香芝市内を通っている近鉄大阪線と近鉄南大阪線では線路の幅が違います。近鉄大阪線は近鉄南

大阪線の線路幅よりどれくらい広いでしょう。 

⑴ 約７cm  ⑵ 約 17cm  ⑶ 約 27cm  ⑷ 約 37cm 
 

問56 香芝市内の道路の10カ所に歩道橋が設置されています。このうち、一番早く設置された歩道橋は、

次のうちどの歩道橋でしょう。 

⑴ 下田交差点歩道橋   ⑵ 二上小学校前歩道橋 

⑶ 鎌田
か ま だ

小学校前歩道橋  ⑷ 香芝インター東側歩道橋 

問57 香芝市内には、１回200円で市内のいたるところへ運んでくれるデマンド交通のタクシーが運行さ

れていますが、自宅周辺のほか、共通乗降場所として設定されているポイントは市内に何カ所あるで

しょう。 

⑴ 約 100カ所  ⑵ 約 200カ所  ⑶ 約 300カ所  ⑷ 約 400カ所 
 

問58 次の飲食店のうち、西名阪自動車道の香芝サービスエリア内で営業していない店舗はどれでしょ

う。 

⑴ どうとんぼり神座
かむくら

  ⑵ 天下一品  ⑶ どんづる庵  ⑷ 二上軒 
 

問59 香芝市内の医療機関（歯科関係を除く）は平成27(2015)年12月１日現在で74院ありますが、そのう

ち、小児科系の診療科目をもつ医療機関はいくつあるでしょう。 

⑴ 15院  ⑵ 25院  ⑶ 35院  ⑷ 45院 
 

問60 香芝市総合福祉センターの２階には「かしば・屯鶴峯温泉」がありますが、この温泉の湧出口温度

は、どれくらいあるでしょう。 

⑴ 約 28℃  ⑵ 約 30℃  ⑶ 約 32℃  ⑷ 約 34℃ 
 

問61 平成25(2013)年度の香芝市内から排出される一般ごみに対するリサイクル率は、奈良県下39市町

村中、何位に位置するでしょう。 

⑴ ３位  ⑵ 13位  ⑶ 23位  ⑷ 33位 
 

問62 香芝市は隣接する自治体と共同で中学校の給食センターを建設中ですが、その自治体とは次のう

ちどこでしょう。 

⑴ 広陵町  ⑵ 上牧町  ⑶ 王寺町  ⑷ 葛城市 

 

問63 香芝市と王寺町で組織する香芝・王寺環境施設組合が管理運営しているごみ処理施設は「美濃
み の

園
えん

」

という名称ですが、この名称がつけられた経緯は次のうちどれでしょう。 

⑴ 施設建設にあたり、公募によって決定した。 

⑵ 岐阜県で多く採用されていた焼却方法を採用したため。 

⑶ 建設用地の小字名が「美濃」であったため。 

⑷ 昭和 57(1982)年当時の完成で、命名に至った経緯の記録文書がすでに廃棄されていてわからない。 

 

問64 香芝市でごみの分別収集が実施されるようになったのは、いつからでしょう。 

⑴ 平成７(1995)年９月 ⑵ 平成９(1997)年９月 

⑶ 平成 11(1999)年９月 ⑷ 平成 13(2001)年９月 
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問65 「香芝よさこいソーラン節」で籏尾池の水面に映った二上山を何と歌っているでしょう。 

⑴ 逆さ岳  ⑵ 夫婦岳  ⑶ 妹背
い も せ

岳  ⑷ 雄の岳 

 

問66 香芝市役所の庁舎は、以前はＪＲ香芝駅近くにありました。現在の場所に移転したのは、いつのこ

とだったでしょう。 

⑴ 昭和 51(1976)年  ⑵ 昭和 54(1979)年  ⑶ 昭和 57(1982)年  ⑷ 昭和 60(1985)年 

 

問67 香芝市の次の公共施設のうち、ため池を埋め立てずに建設された施設は、次のうちどの施設でしょ

う。 

⑴ 総合福祉センター  ⑵ 保健センター  ⑶ 三和
み つ わ

小学校  ⑷ 鎌田小学校 

 

問68 香芝市の上水道事業は、いつから始まったでしょう。 

⑴ 昭和 32(1957)年  ⑵ 昭和 36(1961)年  ⑶ 昭和 42(1967)年  ⑷ 昭和 46(1971)年 

 

問69 平成27(2015)年７月に開かれたダブルダッチの世界大会「ワールドジャンプロープ」の14歳以下女

性部門で香芝市の中学生チーム「ブランチ」が総合優勝しましたが、この大会はどこで開催されたで

しょう。 

⑴ フランス  ⑵ イギリス  ⑶ アメリカ  ⑷ カナダ 

 

問70 香芝市出身で前人未到のサッカーＪ１通算600試合出場を平成27(2015)年10月３日に達成したゴー

ルキーパー楢崎
ならざき

正剛
せいごう

選手の所属チームは、次のうちどのチームでしょう。 

⑴ 横浜フリューゲルス  ⑵ 名古屋グランパス 

⑶ サンフレッチェ広島  ⑷ 湘南ベルマーレ 

 

問71 香芝市内の神社で参道（結界内）がいちばん長い神社は、次のうちどの神社でしょう。 

⑴ 杵築
き つ き

神社（平野） ⑵ 志都美神社（今泉） ⑶ 八幡
はちまん

神社（関屋） ⑷ 大坂山口神社（穴虫） 

 

問72 次の河川のうち、香芝市内に流れ込んでいない河川はどの川でしょう。 

⑴ 滝川  ⑵ 竹田川  ⑶ 鳥居川  ⑷ 原川 

 

問73 次の河川のうち、香芝市内が水源ではない河川はどの川でしょう。 

⑴ 尼寺川  ⑵ 平野川  ⑶ すがる川  ⑷ 初田川 

 

問74 国会議事堂の前庭に日本水準点が設置されており、日本のすべての標高水準の原点となっていま

すが、近鉄大阪線の五位堂駅の標高はどれくらいでしょう。 

⑴ 46メートル  ⑵ 56メートル  ⑶ 66メートル  ⑷ 76メートル 

 

問75 香芝市内には、神社本庁が包括する神社が20社ありますが、それぞれの神社を代表する宮司
ぐ う じ

は、何

人いらっしゃるでしょう。 

⑴ ５人  ⑵ 10人  ⑶ 15人  ⑷ 20人 
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問76 香芝の民話「たんだの椿」の舞台になっている地域は、その昔、何と呼ばれ栄えていた様子が今に

伝わっているでしょう。 

⑴ 平野千軒  ⑵ 尼寺瓦町  ⑶ 数萬堂
す ま んど う

  ⑷ 下田銀座 

 

問77 奈良西幹線「北今市３西」交差点のすぐ南の西壁面に香芝に伝わるある二つの民話の切絵が大きく

描かれています。何という民話が二つ描かれているでしょう。 

⑴ 「商地蔵
あきないじぞう

」と「きつねの井戸」  ⑵ 「きつねの井戸」と「わるさ豆狸
ま め だ

」 

⑶ 「わるさ豆狸」と「雷の約束」   ⑷ 「雷の約束」と「商地蔵」 

問78 農作物の地産地消を推進する「ふれあい朝市・香芝」のみなさんが市内で栽培された大豆を使って

造られた味噌の名称は、次のうちどれでしょう。 

⑴ いにしえ香るみそ  ⑵ ふたかみ香るみそ  ⑶ かしば香るみそ  ⑷ ふれあい香るみそ 

 

問79 香芝市は、現在でも宅地開発が進み、人口が増え続けています。丘陵地を開発する大規模なものは

ほぼ終息しましたが、農地等を転用して開発する小規模な宅地化が行われ、農地が減少してきていま

す。平成17(2005)年から平成26(2014)年の10年間で農地はどれくらい減少したでしょう。 

⑴ 約５パーセント  ⑵ 約 10パーセント  ⑶ 約 15パーセント  ⑷ 約 20パーセント 

 

問80 香芝市内で作付けされているお米の品種で、日本穀物検定協会が実施した米の食味ランキングで、

奈良北産米として５年連続最高位の「特Ａ」評価を得ている品種は何でしょう。 

⑴ ならこまち  ⑵ コシヒカリ  ⑶ ヒノヒカリ  ⑷ ひとめぼれ 

 

問81 平成26(2014)年のお米の収穫量（販売量）で、香芝市より多く収穫した町村は次のうちどの町村で

しょう。 

⑴ 北葛城郡王寺町  ⑵ 生駒郡三郷町  ⑶ 吉野郡吉野町  ⑷ 高市郡明日香村 

 

問82 国土地理院公式の呼称の読み方で「二上山」はどのように表されているでしょう。 

⑴ にじょうさん  ⑵ にじょうざん  ⑶ ふたかみやま  ⑷ ふたがみやま 

 

問83 志都美駅の所在地の町名は「上中
かみなか

」ですが、この名称は明治21(1888)年に「上里村
かみさとむら

」とある村が合

併してできた村名からとった名称です。そのある村とは、次のうちどれでしょう。 

⑴ 中牧村  ⑵ 中蕃村  ⑶ 中筋村  ⑷ 中蒲村 

 

問84 次の町名は、旧大字の一部の区域を変更して名付けられたものですが、一番古くからあるのはどの

町名（地区名）でしょう。 

⑴ 真美ヶ丘  ⑵ 旭ケ丘  ⑶ 高山台  ⑷ すみれ野 
 

問85 平成16(2004)年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯に起因する地

震が発生した場合、香芝市内で想定される家屋の全壊棟数はどれほどと予測されているでしょう。 

⑴ 約 40棟  ⑵ 約 600棟  ⑶ 約 4,000棟  ⑷ 約 6,000棟 
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問86 香芝市が締結した災害協定のうち、平成27(2015)年度に締結した協定は、次のうちどの協定でしょ

う。 

⑴ 災害時における電気設備の応急復旧の応援に関する協定 

⑵ 災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定 

⑶ 災害時の被災建物に関する応援活動等に係る協定 

⑷ 災害時における医療救護についての協定 
 

問87 平成27(2015)年８月に香芝市は災害に強いまちづくりを目指して新たに４つの協定を締結しまし

た。そのうち、香芝市防災マップ協働発行に関する協定を結んだ地図会社は、次のうちどれでしょう。 

⑴ インクリメント・ピー（マップファン）  ⑵ マピオン  ⑶ ゼンリン  ⑷ 昭文社 
 

問88 平成10(1998)年９月22日、国宝の室生寺五重塔が損壊し、香芝市でも鎌田と下田東で電柱がなぎ倒

され、数日間に及ぶ大停電が起こるなど甚大な被害をもたらした台風７号で被災した教訓として市

役所が取り組んだものとは、次のうちどれでしょう。 

⑴ 防災無線装置の導入  ⑵ ＵＰＳ（無停電電源装置）の導入 

⑶ 自家発電装置の導入  ⑷ 大規模太陽光発電の設置 
 

問89 ３日間で２度も大和川や香芝市内を流れる葛下川
か つ げが わ

が氾濫し、隣接の王寺町他３市町に災害救助法

が適用されて自衛隊が派遣され、４万人を超す被災者を出した奈良県災害史に残るこの大水害があ

ったのはいつのことだったでしょう。 

⑴ 昭和 34(1959)年（伊勢湾台風） ⑵ 昭和 36(1961)年（第２室戸台風） 

⑶ 昭和 57(1982)年（台風 10号） ⑷ 平成 10(1998)年（台風７号） 

 

問90 香芝市の魅力は、緑豊かな自然と交通利便性の良さです。それでは、香芝市の林野面積は市全域の

どれくらいを占めているでしょう。 

問91  約 15 パーセント  ⑵ 約 20 パーセント  ⑶ 約 25 パーセント  ⑷ 約 30 パー

セント 

 

問91 平成26(2014)年度の香芝市の一般会計歳出の決算額は、約230億円でしたが、香芝市が誕生した平

成３(1991)年度の決算額に比べてどれくらい増えたでしょう。 

⑴ 1.3倍  ⑵ 1.5倍  ⑶ 1.7倍  ⑷ 1.9倍 

 

問92 鹿島神社があり、近鉄下田駅がある地区は、次のうちどの地区でしょう。 

⑴ 下田西一丁目  ⑵ 下田西二丁目  ⑶ 下田西三丁目  ⑷ 下田西四丁目 

 

問93 近鉄五位堂駅がある地区は、次のうちどの地区でしょう。 

⑴ 五位堂一丁目  ⑵ 五位堂二丁目  ⑶ 五位堂三丁目  ⑷ 瓦口 

 

問94 『日本書紀』に当麻蹶速と野見宿禰が天覧相撲を取ったとされる「腰折田」伝承地があるのは現在

のどの町の区域内と推定されているでしょう。 

⑴ 鎌田  ⑵ 良福寺  ⑶ 磯壁六丁目  ⑷ 畑七丁目 
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問95 香芝市民図書館、二上山博物館及び市民ホールが併設されている複合施設「香芝市ふたかみ文化セ

ンター」の所在地は、次のうちどの地区でしょう。 

⑴ 下田西二丁目  ⑵ 藤山一丁目  ⑶ 逢坂一丁目  ⑷ 本町 
 

問96 香芝市には市立中学校が４校ありますが、平成27(2015)年10月１日現在の生徒数の多い学校から

順に並んでいるのは、次のうちどれでしょう。 

⑴ 香芝中学校－香芝東中学校－香芝北中学校－香芝西中学校 

⑵ 香芝西中学校－香芝北中学校－香芝東中学校－香芝中学校 

⑶ 香芝東中学校－香芝北中学校－香芝西中学校－香芝中学校 

⑷ 香芝北中学校－香芝東中学校－香芝中学校－香芝西中学校 
 

問97「岳
だけ

のぼり」という二上山に登る行事は、古くから春の行事として毎年決まった日に行われてきまし

た。それは何月何日でしょう。 

⑴ ３月 23日 ⑵ ４月 13日 ⑶ ４月 23日 ⑷ ５月 13日 
 

問98 香芝市にはボランティアの交流や情報交換の場としてのボランティアセンターがあります。 

平成13(2001)年に開設されたこのセンターはどこに設置されているでしょう。 

⑴ エコール・マミ  ⑵ じゃんぼスクエア香芝  ⑶ 香芝市中央公民館  ⑷ 香芝市総合福祉センター 
 

問99 香芝市内に出店しているコンビニエンスストアで、一番出店数が多いのは次のうちどのコンビニ

でしょう。 

⑴ セブンイレブン  ⑵ ローソン  ⑶ ファミリーマート  ⑷ サークルＫサンクス 
 

問100 「岳のぼり」は、水田を潤す二上山の水の恵みに感謝し、毎年４月23日に二上山に登る行事とし

て今も続いていますが、市内北部の志都美方面と北今市地区にはこの慣例はありません。これらの地

域では二上山の水ではなくある人物が作らせたと伝わる籏尾池と分川池の水の恵みに感謝する行事

が同じ４月23日に行われています。その人物とは誰のことでしょう。 

⑴ 聖徳太子  ⑵ 長屋王  ⑶ 推古
す い こ

天皇  ⑷ 弘法大師 
 

問101 香芝市総合福祉センターを正面から見ると、あるものを連想できるように建設されています。そ

れは、次のうちどの形でしょう。 

⑴ 二上山の二つの峯   ⑵ 香芝市の市章 

⑶ 地図上に見える香芝市の地形 ⑷ 鶴が羽を広げた形 
 

問102 香芝市の市外局番は「0745」ですが、次の番号のうち、香芝市の市内局番でないのはどれでしょ

う。 

⑴ 27  ⑵ 43  ⑶ 47  ⑷ 62 
 

問103 平成26(2014)年４月１日現在の奈良県の市町村道の舗装率は79.1パーセントでした。それでは香

芝市の市道の舗装率はどれくらいでしょう。 

⑴ 約 97パーセント  ⑵ 約 92パーセント  ⑶ 約 87パーセント  ⑷ 約 82パーセント 
 

問104 次の４人の有名人のうち、出生時に香芝市（町）民であった人は誰でしょう。 

⑴ 吹石一恵
か づ え

（女優） ⑵ 山本貴司（競泳） ⑶ 白石涼子（声優） ⑷ 奥村彪生
あ や お

（伝承料理研究家） 
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問105 毎年12月に行われる光と音の祭典「冬
とう

彩
さい

」の開催会場となっている今池親水公園のため池は、以

前はもっと大きな池でした。今よりどれくらい大きかったでしょう。 

⑴ 約 1.5倍  ⑵ 約２倍  ⑶ 約 2.5倍  ⑷ 約３倍 

 

問106 かつて「花の山」と呼ばれた二上山麓の植物で近年、環境の変化とともに姿を消しつつあるとさ

れる植物は、次のうちどれでしょう。 

⑴ ササユリ  ⑵ オキナグサ  ⑶ フデリンドウ  ⑷ ゴマギ 

 

問107 香芝市歌の歌詞の中に「香芝」「二上」ともう一つ固有名詞が歌われています。それは次のうちど

れでしょう。 

⑴ 葛下川  ⑵ 籏尾池  ⑶ 分川池  ⑷ 屯鶴峯 

問108 香芝市の木は、昭和60(1985)年に制定されていますが、次のうちどの木でしょう。 

⑴ サクラ  ⑵ カシ  ⑶ シイ  ⑷ アスナロ 

 

問109 香芝市内には認可された11（分園除く）の保育所と保育園がありますが、保育所と保育園の違い

についての説明で正しいのはどれでしょう。 

⑴ 公立が保育所、私立が保育園と法律で決められている。 

⑵ 法律上は保育所であるが、名称はどちらでもよい。 

⑶ 150人を超える園児を保育する施設を保育園という。 

⑷ 情操教育をとりいれている施設を保育園という。 

 

問110 香芝市の農業委員会の事業として耕作放棄地に米を作付けし、その米を利用して清酒づくりを酒

蔵に依頼して香芝ブランドの日本酒が作られました。その銘柄は、何というでしょう。 

⑴ 香芝の光  ⑵ ふたかみの光  ⑶ まほろばの光  ⑷ 悠久の光 

 

問111 平成27(2015)年４月現在、香芝市体育協会には110のクラブがあり、競技種目ごとに連盟や協会等

が組織されています。次の競技種目のうち体育協会に加盟しているものはどれでしょう。 

⑴ サッカー  ⑵ フットサル  ⑶ ボウリング  ⑷ 空手 

 

問112 香芝市の人口が７万人を超えたのは平成16(2004)年ですが、市役所では８万人を超える日をどう

見込んでいるでしょう。因みに平成27(2015)年９月末日現在の人口は、78,393人でした。 

⑴ 平成 28(2016)年 ⑵ 平成 29(2017)年 ⑶ 平成 30(2018)年 ⑷ 今が頭打ちで、微減していく。 

 

問113 次の大規模開発された住宅地で、平成27(2015)年11月末現在で一番住民登録が多いのはどの地区

でしょう。 

⑴ 西真美  ⑵ 真美ヶ丘  ⑶ 高山台  ⑷ 旭ケ丘 

 

問114 香芝市消防団の出初式は、毎年１月９日に行われていますが、消防団は、市内の各地域の分団で

組織されています。幾つの分団で組織されているでしょう。 

⑴ ４分団  ⑵ ５分団  ⑶ ６分団  ⑷ ７分団 
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問115 平成26(2014)年10月１日現在の香芝市民の平均年齢は、奈良県下で最も若いという結果が出てい

ます。それでは香芝市民の平均年齢は、次のうちどれでしょう。 

⑴ 42歳  ⑵ 43歳  ⑶ 44歳  ⑷ 45歳 

 

問116 東洋経済新報社が報じた全国790都市を対象に評価した「住みよさランキング2014年版」で、香芝

市は全国52位でした。それでは2015年版では全国で何位に位置づけられていたでしょう。 

⑴ 22位  ⑵ 33位  ⑶ 44位  ⑷ 55位 

 

問117 香芝市には自主防犯ボランティア活動として学校の登下校時の安全確保のため、市民による見守

り活動が実施されています。 

この防犯ボランティア団体に登録いただいている方はおよそ何名いらっしゃるでしょう。 

⑴ 約 200名  ⑵ 約 500名  ⑶ 約 1,000名  ⑷ 約 2,000名 

問118 香芝市教育委員会は、教育の充実と発展を目的として「香芝市教育の日」を設定しました。いつ

の日を教育の日としたでしょう。 

⑴ ５月の第３土曜日  ⑵ ６月の第３土曜日  ⑶ 10月の第３土曜日  ⑷ 11月の第３土曜日 

 

問119 香芝市役所庁舎の北玄関前の斜面に国道165号から見えるように植物（サツキ属）を刈込んで市の

名称の文字が描かれていますが、どのように表記されているでしょう。 

⑴ ＫＡＳＨＩＢＡ  ⑵ 香芝  ⑶ かしば  ⑷ カシバ 

 

問120 平成27(2015)年12月21日、香芝市役所庁舎の南側出入口前に、誰もが安心して移動できる地域社

会を実現するため、「車いす駐車区画」（２台分）と「ゆずりあい駐車区画」（３台分）が設けられま

した。この駐車区画のことを奈良県では何と呼んでいるでしょう。 

⑴ きがつく駐車場  ⑵ やさしい駐車場  ⑶ おもてなし駐車場  ⑷ おもいやり駐車場 
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問１ 【答え】⑶ 淡水の湖 

解説：約 2000万年前頃に二上山が火山活動を始める前、内海であったものが堆積や隆起で淡水湖列とな

り、その後の火山活動による火山砕屑岩
さいせつがん

の堆積で二上層群と呼ばれる地層を形成したと考えられて

います。  

 

問２ 【答え】⑴ 金剛生駒ふれあいルート 

解説：近畿自然歩道は、全国で８番目の長距離自然歩道として平成９(1997)年 10月に路線及び整備計画

が決定され、本州から九州、四国への歩道のネットワークが完成しました。奈良県内には「金剛生

駒ふれあいルート」のほか、「紀泉伊勢南街道ふれあいルート」、「高野龍神
こうやりゅうじん

ふれあいルート」、「大

宇陀ふれあいルート」及び「紀伊熊野路ふれあいルート」の５ルートが整備されています。 

 

問３ 【答え】⑷ 五木寛之 

解説：五木寛之が著した民俗的な色彩の濃い作品『風の王国』の前段にこの作品の重要な舞台となる二上

山のことがいろいろ書かれています。二上山で採れる石のこともコランダム（ルビー・サファイヤ）、

サヌカイト、金剛砂、松香石
しょうこうせき

（凝灰岩）等が紹介されています。 

 

問４ 【答え】⑷ 凝灰岩
ぎょうかいがん

 

解説：屯鶴峯は凝灰岩からなる標高 150 メートル前後の奇石地帯で、松等の常緑樹の間に山肌が白く露

出し、遠望すると多くの鶴が屯
たむろ

しているように見えるところからそう呼ばれるようになりました 

 

問５ 【答え】⑶ ６合目 

解説：二上山は、雄岳(517m)雌岳(474m)の二峰の総称です。雄岳への登山道は数多くありますが、奈良県

側からは、主に上ノ池横登山口（畑）、二上神社口登山口（葛城市加守
か も り

）、二上山ふるさと公園登山

口（葛城市新在家
し ん ざい け

）から登山されます。上ノ池横登山口から 800メートルほど登った６合目の休憩

所（240m）から大和平野を一望できるポイントがあります。 

 

問６ 【答え】⑴ 岡氏 

解説：標高約 200メートルの大将軍山の頂（香芝市畑）に、室町期から戦国期において香芝の南西部を支

配した国人・岡氏が山城を構えていたものと推定されています。 

 

問７ 【答え】⑶ 堺街道 

解説：田原本街道は、関屋峠から関屋で分岐し、旭ケ丘－畑之浦－高を通り田原本方面へと向かいます。

伊勢街道は、関屋峠から関屋で分岐し、逢坂－下田を通り現在の国道 165号につながり伊勢方面へ

と向かいます。長尾街道は、関屋峠から関屋で分岐し、穴虫－畑－葛城市加守を通り長尾神社へ向

かう街道でした。 

 

問８ 【答え】⑵ １カ所 

解説：屯鶴峯は、昭和 26(1951)年 11月１日、奈良県の天然記念物として指定されました。もう１カ所は、

志都美神社の社殿背後に広がるコジイ（ツブラジイ）が優勢な森（社叢
しゃそう

）が貴重な自然が保たれて

いるということで平成８(1996)年３月 22日に奈良県の天然記念物に指定されました。 
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問９ 【答え】⑴ 京都大学 

解説：屯鶴峯の地下に東壕（総延長約 800m）と西壕（総延長約 925m）が掘削されており、その東壕に京

都大学地震研究所附属地震予知研究センターの屯鶴峯観測所が設置され、地震予知に関する基礎研

究と技術開発のためのデータを収集しています。 

 

問10 【答え】⑶ 瀬戸内技法 

解説：穴虫地区の鶴峯荘
つるみねそう

第１地点から出土したサヌカイト石器群は、瀬戸内技法を技術基盤とする国府
こ う

石

器群で、瀬戸内技法の剥離
は く り

工程等を具体的に知ることができ、後期旧石器時代の石器文化を解明す

る上で、きわめて貴重な資料とされています。 

 

問11 【答え】⑷ 讃岐岩
さ ぬ きい わ

 

解説：二上山麓の岩石は、古墳時代前期には安山岩、玄武岩が竪穴式
たてあなしき

石室に使われました。凝灰岩が古墳

の石棺
せっかん

材として利用されるのは５世紀頃からで、６世紀になると家形石棺が造られ（藤ノ木古墳）、

７世紀の終末期には高松塚古墳・キトラ古墳や平野塚穴山古墳の石槨
せっかく

等に利用されています。讃岐

岩は、サヌカイトのことで、古代に石器の原材として利用されました。 

 

問12 【答え】⑴ 塗料 

解説：金剛砂の利用は、主要製品のサンドペーパーの他、墓石の吹付文字彫りやリトグラフ制作における

版面の表面研磨、また戦時中は航空機の防弾ガラス等の研磨にも利用され、地場産業としての地位

を確立していました。現在では洗浄時の排水で河川が汚濁することや、資源枯渇のため香芝市の地

場産業としては衰退しました。 

 

問13 【答え】⑶ 154メートル 

解説：屯鶴峯は、二上山の北西にある奈良県指定の天然記念物で、地層のおもしろみをみせる風光明媚な

奇勝です。国道 165号から県道香芝太子線を 800メートルほど進むと右側に上り階段があり、ここ

が入口で、葛城山・金剛山へのダイヤモンドトレイルの起点となっています。今から 1500 万年前

頃の二上山の火山活動で火山灰や火山弾などがふもとの湖に降り積もり、その後の地殻変動で隆起

して雨や風などの自然作用で浸食されてできあがったと考えられています。 

 

問14 【答え】⑶ 平野５号墳 

解説：平野古墳群は、平野の集落の北東にあり、消滅した３つの古墳も合わせて６つの古墳があったこと

が知られています。現在は、古墳群の東端に１号墳（平野車塚古墳）と平野２号墳があり、西端に

平野塚穴山古墳（国指定史跡）が残されています。この古墳は、有名な明日香村の高松塚古墳と同

様の石室構造を持つことが知られています。 

 

問15 【答え】⑴ 前方後円墳 

解説：市内にある古墳は、前方後円墳は他に別所石塚古墳と土山
ど や ま

古墳（瓦口）があります。他は円墳が多

く、坊主山古墳（瓦口）・平野２号墳・別所城山２号墳・北今市 1 号墳・北今市３号墳。方墳では

国史跡の平野塚穴山古墳・平野車塚古墳・北今市２号墳が、帆立貝式前方後円墳では別所城山１号

墳・下田東古墳があります。（消滅古墳を含む） 
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問16 【答え】⑴ 今泉１号墳 

解説：今泉１号墳（今泉古墳）は、平野地区の「たんだの椿」を右手に見ながら西方向に 800メートルほ

ど進んだところの左の竹やぶの中にあります。円墳で６世紀中頃の築造と考えられています。墳丘

径 15メートル、高さ３メートルで天井に隙間があるため開口部から石室の様子がよく見えます。 
 

問17 【答え】⑶ 火幡
ほ ば た

神社（王寺町畠田） 

解説：本社に縁故の深い神を祀った神社を摂社と言い、本社の境内
けいだい

内にあるものを境内摂社、それ以外の

社を境外摂社と言います。『大和志』（享保 19(1734)年）によると、「大幡※神社 三代実録は火と

作る。・・・畠田山上邑
むら

に在り。今八幡と称す。送迎
ひ る め

香瀧
こうたき

共に祭事に預かる。又小黒邑
お ぐ ろむ ら

白山
はくさん

祠尼寺

邑厨
くりや

祠乃
すなわ

ち大幡※神社の摂社也。二邑倶
とも

に畠田に属す」（畠田は旧志都美村領）とあって式内
しきだい

名神

大社の境外摂社だと記しています。※『大和志』のみ「大幡」としていますが、『延喜式
え ん ぎし き

』など古資

料に「火幡」とあることから、「火幡」が正式の社名と考えられています。 
 

問18 【答え】⑷ 72 

解説：享保９(1724)年の和州葛下郡今泉村諸色
しょしき

明細帳写（諸色とは江戸時代の米価を除いた物価のこと）

の記事の中に、「此山之
こ の やま の

儀者
ぎいしゃ

神竜山
じんりゅうやま

雲門寺
う も ん じ

ト申古跡
もうすこせき

ニ而 御 座 候
しこうしてござそうろう

、古来
こ ら い

七拾二
しちじゅうに

坊之
ぼ う の

寺地之跡
じ ち の あ と

ニ而御

座候、此山之内ニ片岡殿
かたおかどの

本城之跡有之
ほんじょうのあとありこれ

、 則
すなわち

片岡之廟所
びょうじょ

御座候」とあり、72 の僧坊のことや片岡

氏の本城や御廟のことが記されています。 
 

問19 【答え】⑶ 鎌倉時代 

解説：鹿島神社の氏子の宮座である結鎮座は、宮座への入衆
にっしゅ

記録「座衆張
ざしゅうちょう

」によると、建久
けんきゅう

７(1196)年、

行西
ぎょうさい

・貞常
ていじょう

の二人から始まり、少なくともその時代から続いていることになります。この日は、

座衆の中の年長者 10 名による｢十人衆｣が、頭屋
と う や

の家から列を作り、鹿島神社にお参りして神様を

迎え、頭屋の家に戻る渡御
と ぎ ょ

の儀式がおごそかに行われます。古式ゆかしい装束に身を整えた十人衆

が詣でる姿に道ゆく人も足を止めます。また、10月には御神輿
お み こ し

が出る秋祭りがにぎやかに行われま

す。 
 

問20 【答え】⑷ 穴蒸 

解説：「穴虫」は地形に因った地名であると考えられています。奈良県下における同地名の所在はいずれ

も「穴蒸」、「アナムシ」、「穴虫」などと書かれており、アナは、凹地を表した地名であると考えら

れています。また、『旧 高 旧 領 取 調 帳
きゅうだかきゅうりょうとりしらべちょう

』に記載されている明治初年時点での領主を、「穴虫村」

が幕府領、「穴蒸村」が郡山藩領と別々に記載されています。 
 

問21 【答え】⑴ 品寺
ほ む ち

（保無智） 

解説：「品寺
ほ む ち

」は、現在の北葛城郡王寺町あたり。「山直
やまだい

」は、市内逢坂から穴虫あたり、「賀美
か み

」は、Ｊ

Ｒ志都美駅のある市内上中
かみなか

、今泉あたり、「當麻
た い ま

」は旧・當麻町（葛城市）から市内良福寺、狐井

あたりであったと考えられています。 
 

問22 【答え】⑷ 竜田
た つ た

越え 

解説：「少女に山口に遇
あ

ひ給
たま

ひき。『此の山に人ありや』と向ひ給ひければ、対へて曰
いわ

ひしく『兵を執
と

れる

者多
さわ

に山の中に満
いは

めり。当摩径
た ぎ ま じ

より廻
まわ

りて踰
こ

え給へ』と曰しき。太子ここに、少女の言を耹
き

きて、

難を免るることを得つとおもほして、歌よみし給ひしく、『大坂
おおざか

に遇
あ

ふや嬢子
お と め

を道問へば直
ただ

には告
の

らず当摩径
た ぎ ま じ

を告る』。更
さら

に還
かえ

りて、当
そ

の県
ほこり

の兵を発して、従身
み も と

つかまつらしめ、竜田山より踰え給

ひき」＜『日本書紀』＞ 
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問23 【答え】⑶ 腰折田
こ し おれ だ

 

解説：『日本書紀』に、「…則
すなわ

ち當摩蹶速が脇 骨
かたはらほね

を蹶
ふ

み拆
くじ

く 亦其
ま た そ

の腰を踏み拆いて殺す 故 當摩蹶速

が地
ところ

を奪
と

りて悉
ふつく

に野見宿禰に賜
たま

ふ 是
これ

を以
も

ちて其
その

邑
むら

に腰折田有
こ し お れ だ あ

る 縁
ことのもと

なり」とあります。「腰折

田」は、『大和誌』（享保 19(1734)年）に「腰折田在良福寺村」とあり、『大和名所図会』（寛政３

(1791)年）にも「腰折田良福村※にあり」（※「寺」の字が欠落・原文のまま）と記されています。 
 

問24 【答え】⑷ 大坂山口神社（逢坂・穴虫） 

解説：大坂山口神社は、『延喜式』神 名 帳
じんみょうちょう

の大和に 14社ある山口神のうちの一社です。節会
せ ち え

や祭祀
さ い し

など

年中行事の執行を記録した平安時代の『日本三代実録』に神階の「正五位下
し ょ う ご い げ

」が授けられたことが

記されています。神社は逢坂と穴虫に二社ありますが、明治の「明細帳」ではどちらも式内
しきだい

社とし

ています。 
 

問25 【答え】⑶ 第10代 崇神天皇 

解説：崇神
す じ ん

天皇の側近である四 道 将 軍
よつのみちのいくさのきみ

の一人、大 彦 命
おおひこのみこと

が北陸遠征の途中、武埴
たけはに

に縁のある山背
やましろ

の平

坂で「今、まわりで何が起こっているのかも知らずに崇神は死んでしまうわ」という意味の歌を少

女が歌っていたため、そのことを戻って天皇に報告しました。崇神は、倭迹迹日百襲姫命
やまとととひももそひめのみこと

に占いに

よって謀反
む ほ ん

を確信し、兵力を整え万全の防衛態勢を敷いていました。 
 

問26 【答え】⑷ 箸墓
はしはか

古墳 

解説：箸墓に使われた石の一部は、調査の結果、大阪府柏原市の芝山（ＪＲ大和路線の河内堅上
かたかみ

駅―高井

田駅間のトンネルのある山・関屋峠から直線で１キロメートルほど）の輝石安山岩であることが判

っています。人々が芝山から大坂越えで香芝に入り、箸墓のある桜井市箸中まで運んで行ったと考

えられます。 
 

問27 【答え】⑵ 高山台二丁目 

解説：高山火葬墓は、中和幹線「逢坂８」交差点を高山台方面に 600メートルほど進んだあたりで出土し

ました。和同開珎
わどうかいちん

は、和銅元(708)年に発行された日本で最初の流通貨幣といわれています。平成

11(1999)年に明日香村で大量の富本銭
ふ ほ んせ ん

が発見され、最古の貨幣は和同開珎であるという定説が覆っ

たかに思われましたが、富本銭は、広い範囲には流通しなかった上に通貨であったこと自体に疑問

も投げかけられました。 

 

問28 【答え】⑵ 京都国立博物館 

解説：威奈大村骨蔵器は金銅製で、中央やや下寄りで蓋
ふた

と身を合わせた球形の容器で明治 42(1909)年４

月５日に国宝に指定されました。二上山麓は多くの火葬墓が存在する地域として知られています。

墓誌を伴う火葬墓は全国で 16例あり、そのうち４例が二上山麓から発見されており、７～８世紀

において、古代官人の公葬地として強く意識されていたことがわかります。 

 

問29 【答え】⑶ 叡福寺
え い ふく じ

（太子町） 

解説：斑鳩宮で薨去
こうきょ

された聖徳太子亡骸は、母の穴穂部間人皇女
あなほべのはしひとのひめみこ

が眠る河内磯長
し な が

の太子宗叡福寺にある

御廟
ごびょう

に運ばれたと伝えられていることから、ご命日である毎年２月 22日に「太子の日」として太

子像とともに太子の生きた時代に思いを馳せつつ、磯長ルートを歩いています。 
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問30 【答え】⑴ 片岡国春 

解説：片岡氏は、鎌倉末期に志都美地区今泉村字雲門寺
う も ん じ

に山城を構え、流鏑馬
や ぶ さ め

を奉仕したとして『春日若

宮祭礼記』に初めて登場します。応仁の乱の後、畠山尚順
ひさのぶ

率いる河内・大和連合軍に攻略され片岡

雲門寺蔵主
ぞ う す

であった片岡利持は自害します（旧片岡氏）。この片岡氏には跡目がなく、遠縁の片岡

国春（新片岡氏）が戦国期に下牧（上牧町・畠田駅東側に見える丘陵地）に新たに城を築きました。 
 

問31 【答え】⑷ 楠木正成
まさしげ

 

解説：二上山城は、楠木正成の河内国七城の一つであるともいわれ、古い文献に確証を見ることはできま

せんが、大正９(1920)年の『大阪府全史』に、「城址は三段を為して、上段は壹千餘
1 0 0 0 余

坪・中段は五百

餘坪・下段は四百餘坪の坦地に樹木茂生
じゅもくもせい

せり。元弘
げんこう

二(1332)年、 楠
くすのき

正成の設けたる城寨
※とりで

中の一に

して、其の上段には楠公
なんこう

の鎧掛松
が か りま つ

といへる古松
こしょう

ありしが、明治の初年暴風に倒されて今はなし。又

南下部に梨子堂
な し ど う

と呼べる所あり、楠氏堂
な ん しど う

の訛
なまり

ならんかといふ。降
くだり

て天文
てんぶん

十一(1542)年木澤左京亮
きざわさきょうのすけ

（木沢長政）・杉原石見守
すぎはらいわみのかみ

の畠山稙長
はたけやまたねなが

に叛
そむ

きしときに、城を築きし所も此の邊
あたり

ならんか。」とあり

ます。 
 

問32 【答え】⑴ 渋谿
しぶたに

の 二上山
ふたがみやま

に 鷲
わし

そ子産むといふ 翳
さしば

にも 君がみために 鷲そ子産むといふ 

解説：渋谿
しぶたに

（現：富山県高岡市渋谷）の二上山に鷲が子を産むと言います。せめて翳
さしば

（うちわ形のもの

に長柄をつけたもの。貴人に左右からさしかざして、その顔を隠す道具）にでもなって主君のお役

に立とうと、鷲が子を産むと言います。  

 

問33 【答え】⑷ 玉くしげ 二上山
ふたがみやま

に 鳴く鳥の 声の恋しき 時は来にけり 

解説：⑷は、越中高岡の二上山(274m)に鳴く鳥の声が恋しくてならない時が、とうとうやってきた。と詠

んだ大伴家持
おおとものやかもち

の歌。⑴は、作者は不詳で志都美神社、⑵は大津皇子
お お つ の み こ

の歌で 中央公民館、⑶は

大海人皇子
お お あ ま の み こ

の歌で総合体育館の敷地に万葉歌碑があります。 

 

問34 【答え】⑷ 下鴨神社（京都市左京区） 

解説：葛城氏は武内宿禰
たけのうちのすくね

の後裔
こうえい

とされ、王寺町から御所市にかける北葛城・南葛城地域に君臨し、古代

王朝を支えた有力豪族でしたが、後に雄略天皇によって滅ぼされました。その系統から鴨氏があ

り、御所市の高鴨神社は、京都の賀茂神社（上賀茂神社・下鴨神社）を始めとする全国のカモ（鴨・

賀茂・加茂）神社の総本社と称しています。 

 

問35 【答え】⑷ コレラ 

解説：明治 12(1879)年頃この地域一帯にもコレラが流行した記録があります。この病気は、下痢や嘔吐

が激しく、脱水によってたちまち死に至るので、「トンコロリ」という名で人々を恐怖のどん底に

陥れたといいます。このコレラの流行で奈良県の医師も数人死亡したといいます。 

 

問36 【答え】⑵ 庚申
こうしん

祭り 

解説：⑴は、毎年７月９日に下田の通称「銀座通り」で下田東二丁目の「鳥居橋」先にある金毘羅神社の

縁日。⑶は、毎年９月９日に志都美神社の鳥居から本殿にかけて行われる縁日。⑷は、毎年７月 10

日に狐井の浄土宗福應寺
ふ く おう じ

の恵心僧都源信
え し んそ うず げん しん

の真筆「板仏」開扉にあわせて行われる縁日です。庚申祭

りは地域にあった庚申塚で細々と行われていましたが、現在では見られなくなりました。 
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問37 【答え】⑶ 母と妹 

解説：紫式部の原作で 54帖（巻）からなり 11世紀初めに完成しました。前篇の 44帖は光源氏の恋愛を

描き、後篇 10帖（宇治十帖）は光源氏の苦悩の生涯と、源氏の子・薫の半生を、悲恋とともに描

いています。源氏の愛人となっていた浮舟が恋の板挟みに悩んで入水
じゅすい

自殺を計ろうとしたところ

を横川の僧都が母妹とともに助けます（第 53帖「手習」）。物語に登場するのは母尼と妹尼（願証尼
がんしょうに

がモデルか）ですが、姉の願西尼
が ん さい に

とは同一人物という説もあります。 
 

問38 【答え】⑵ 岡氏 

解説：岡氏は二上山麓の大将軍山
だいじょうごやま

に山城を、そして狐井城山古墳に城砦を構え、岡郷（畑・磯壁・良福寺・

狐井・下田・逢坂・加守等）を堅守する体制を整えていたと考えられています。片岡氏は志都美以

北のあたり、万歳氏は五位堂・鎌田あたり、布施氏は新庄（葛城市）あたりを支配していました 
 

問39 【答え】⑷ 王寺町の畠田地区 

解説：地元の人たちも最近まで七つ目の所在の言い伝えが途絶えていたのか、わからなかったようです

が、王寺町のホームページに、「弁慶の７つの石」の伝説として、「畠田の東端にあたる香滝
こうたき

に１個

あり、香芝市平野に６個あります。これらは弁慶に追いつこうとして飛んできた石、あるいは弁慶

が投げた石のひとつが香滝へ来たのだといわれています。」と紹介があり、謎が解けたそうです。 

 

問40 【答え】⑴ 竹内
たけのうち

街道 

解説：竹内街道（堺市―竹内峠―長尾神社）は、葛城市域の竹内峠越えなので香芝市域は通っていません。

長尾街道（堺市―関屋峠―長尾神社）、太子道（法隆寺―王寺町―志都美神社―穴虫峠―叡福寺）、

伊勢街道（関屋で長尾街道から分岐―市内では国道 165号とほぼ同じ―伊勢方面）  

 

問41 【答え】⑶ 絵銭
え せ ん

 

解説：鋳物は溶かした金属を型に流しこんで造りますが、鋳物師
い も じ

らはその残った原材料で子どもが玩具と

して使える絵銭
え せ ん

を造っていました。この絵銭はいろいろな図案がかたどってあり、現在でも古銭愛

好家等の間では１枚数万円で取引されているようです。 

 

問42 【答え】⑵ 籏尾下池（関屋） 

解説：籏尾下池が約 2.6 ヘクタールで市内３番目に大きなため池です。千股池は約 2.3 ヘクタール、長

池は、約 1.7ヘクタール、郡ヶ池は、約 1.3ヘクタールのため池です。（面積測定：国土地理院地

図上での面積測定ツールで計測） 
 

問43 【答え】⑵ 亀山 

解説：山の姿が亀に似ているところから亀山と呼ばれているそうです。  
 

問44 【答え】⑵ 新左衛門 

解説：鎌田地区の南に長池（五位堂古池）があり、江戸元禄期に五位堂村の役人であった新左衛門（腹切

り新左衛門）が理不尽な増税に憤り、池の堤防で切腹して抗議しました。『奈良県風俗誌』に、「古

池 五位堂村大字鎌田ニアリ、往古領主
おうこりょうしゅ

ヨリ其池床
そのゆかどこ

ニ課税セシコトアリ。村吏
そ ん り

新左衛門ナルモノ之

ヲ 憤
いきどおり

リ、其堤防
そのていぼう

ニ屠腹
と ふ く

シテ其 不 可
みとめられなきこと

ヲ訴
うるた

フ。」と記されています。 

 



p. 24 
 

問45 【答え】⑷ 志都美村 

解説：合併当時の各村の面積は、志都美村(10.40km2)、二上村(8.74 km2）、五位堂村(3.86 km2)、下田村

(3.66 km2)。合併当時は、志都美村の面積が一番大きかったのですが、昭和 32(1957)年１月に大字

畠田の大部分が王寺町に編入（町域の面積の約１割）されたため、旧志都美村の村域は約２平方キ

ロメートル減少し、香芝町全体の人口も 750人ほど減少しました。 
 

問46 【答え】⑷ 黒松喜洲
きしゅう

 

解説：昭和 30(1955)年 12 月 17 日、志都美地区及び現在の王寺町畠田地区周辺住民の悲願であった志都

美駅と畠田駅（当時は志都美村）が村長であった黒松喜洲氏らの尽力により設置されました。昭和

40(1965)年 12月 30日、両駅前に顕彰碑が建てられました。⑴の瀧井芳一は五位堂村、⑵の田中國

太郎は下田村、⑶の山本甚五郎は二上村のそれぞれ香芝町となる４村合併前の最後の村長でした。 
 

問47 【答え】⑷ 近畿日本下田駅 

解説：昭和 19(1944)年に南海鉄道と新設合併して社名が「近畿日本鉄道」となった契機に「下田駅」（昭

和２(1927)年７月１日営業開始）から「近畿日本下田駅」に改名されました。「近畿日本下田駅」

は、近鉄悲願の難波乗り入れ実現を契機に昭和 45(1970)年に現在の「近鉄下田駅」に改名されま

した。 
 

問48 【答え】⑴ 畑之浦 

解説：「畑之浦」は、旧今泉村の一つの垣内
か い と

名で「下寺
しもんてら

」「今泉」の３垣内で今泉村が構成されていまし

た。江戸期以前は村の区画を小分けにした小集落のことを垣内と呼んでいました。江戸期に「村」

であった地区名は、明治 22(1889)年の市制町村制で「大字
おおあざ

」の冠が付されました。香芝市では平

成３(1991)年の市制施行時に「大字」を廃した（「大字今泉」→「今泉」）ので、「大字」の有無で

この区別がつきませんが、近隣市町ではそのまま残されています。 
 

問49 【答え】⑴ 約15,000人 

解説：町制施行に係る合併申請書には、人口 15,551 人（五位堂村 3,333 人、下田村 4,096 人、二上村

4,950人、志都美村 3,172人。世帯数 2,942世帯。面積 26.3 km2）となっていました。 
 

問50 【答え】⑷ 11市 

解説：大阪府下では池田市(22.14 km2)、四条畷市(18.69 km2)、大東市(18.27 km2)、松原市(16.66 km2)、

摂津市(14.87 km2)、泉大津市(14.31 km2)、守口市(12.71 km2)、門真市(12.30 km2)、大阪狭山市

(11.92 km2)、高石市(11.29 km2)、藤井寺市(8.89 km2)と続きます。 
 

問51 【答え】⑵ 真美ヶ丘三丁目 

解説：高山台三丁目に設置されているのは「高山台グラウンド」(15,000 m2)、真美ヶ丘六丁目に設置さ

れているのは「高塚グラウンド」(8,407 m2)、関屋北一丁目に設置されているのは、大阪商業大学

の硬式野球部グラウンド(約30,000 m2)と金光藤蔭
こんこうとういん

高等学校香芝キャンパスのグラウンド（約8,000

㎡)です。 
 

問52 【答え】⑵ ３面 

解説：高塚テニスコートは昭和 62(1987)年５月に真美ヶ丘という町名が正式に誕生してからちょうど１

年後、真美ヶ丘六丁目の高塚地区公園の附帯設備としてオープンしました。その後、平成 15(2003)

年４月にナイター設備が導入されました。 
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問53 【答え】⑷ 平成16年 

解説：ＪＲ五位堂駅のプラットホームは、もとは昭和 15(1940)年に設置されたもので五位堂信号所とし

て和歌山線が単線であったための待避所として機能していました。平成 16(2004)年３月にそのプ

ラットホームを活用してＪＲ五位堂駅が開業し、下田駅が香芝駅に名称変更されました。 

 

問54 【答え】⑴ 須磨海浜
かいひん

水族館 

解説：カメがポイントに挟まる事故は、過去 12年間で奈良県・京都府の６駅で 13件が発生し、駅のすぐ

前にため池があるＪＲ五位堂駅付近が７件と突出していました。カメは踏切から線路の内側に入り

込み、出口を失ってしまうことから、Ｕ字溝に落とし、設置後４ヶ月で 10 匹のカメが助けられ、

水族館に引き取られたということです。 
 

問55 【答え】⑷ 約37cm 

解説：近鉄大阪線は標準軌(1435mm)を、近鉄南大阪線は狭軌(1067mm)の軌間で運行しています。同じ鉄道

会社で軌間が違ってしまった原因は、敷設時の鉄道会社が違っていたからです。昭和２(1927)年に

開通した大阪線の前身の八木線（布施駅－大和八木駅間）を敷設した大阪電気軌道（大軌）は標準

軌を採用し、昭和４(1929)年に南大阪線を敷設した大阪鉄道（大鉄）は狭軌を採用しました。後に

両社は近畿日本鉄道となります。また、ＪＲの在来線は、すべて狭軌ですが新幹線は、標準軌を採

用しています。 
 

問56 【答え】⑵ 二上小学校前歩道橋 

解説：昭和 42(1967)年 12 月 14 日、香芝市（町）内で初めての横断歩道橋が二上小学校前に設置されま

した。日本で最初の横断歩道橋は、昭和 34(1959)年６月 27日に設置された愛知県清須市の「学童

専用陸橋」でした。４月 25 日が「歩道橋の日」となったのは、昭和 38(1963)年４月 25 日に設置

された「大阪駅前歩道橋」に拠るものですが、清須市の横断歩道橋が先にあるのを知らずにこれが

国内初と誤認してしまったということです。 
 

問57 【答え】⑶ 約300カ所 

解説：平成 27(2015)年４月現在で行政施設（９）、福祉施設（15）、金融機関（13）、商業施設（22）、公民

館（46）、郵便局（11）、文化・教養施設（７）、警察署・消防署（６）、奈良交通バス停（４）、医

療機関（70）、鉄道駅（13）、スポーツ施設・公園（12）、学校等（53）の計 281カ所が設定されて

います。 
 

問58 【答え】⑵ 天下一品 

解説：平成 19(2007)年４月に下り線（天理方面）がリニューアルし、「どんづる庵」（麺・定食）や二上

軒（地鶏ラーメン）などが営業を始め、平成 21(2009)年９月に上り線（大阪方面）がリニューア

ルし、運営が市藤から近畿日本鉄道に変更になったのを機に「どうとんぼり神座」（ラーメン）が

出店しました。 
 

問59 【答え】⑶ 35院 

解説：香芝市内にある 74院の医療機関の診療科目で多い順に、内科系（37）、外科系（24）、リハビリテ

ーション科（12）、皮膚科系（10）、眼科系（６）、耳鼻咽喉科（６）、放射線科（５）、リウマチ科

（４）、精神科系（３）、麻酔科（３）、産婦人科（２）、泌尿器科系（１）、アレルギー科（１）と

なっています。なお、歯科系医院は市内に 32院あります。 



p. 26 
 

問60 【答え】⑵ 約 30℃ 

解説：「かしば・屯鶴峯温泉」は、平成 10(1998)年４月に逢坂一丁目にオープンした総合福祉センターの

２階にあり、単純泉の泉質で神経痛やリウマチ症に効能があるそうです。湧出口温度は、30.6 度

（外気温 29度時）で、大浴場、露天風呂、ジャグジー、サウナを備えるほか、特別浴室として介

護を必要とする方がご家族と利用できるようになっています。 
 

問61 【答え】⑶ 23位 

解説：平成 25(2013)年の調査によると、香芝市のリサイクル率は 13.3％で県下 23 位。１位は斑鳩町の

50.5％。次いで野迫川村の 50.0％、広陵町の 40.7％と続きます。最下位は、奈良市の 5.5％でし

た。全国平均は、20.6％。奈良県は 13.1％で全国ワースト。１位は三重県の 30.1％でした。 
 

問62 【答え】⑴ 広陵町 

解説：香芝市では中学校給食の実施に向け、市内で給食センターを建設する方向で準備されていました。

一方、広陵町も三吉地区で建設することが決まった中、香芝市と共同でセンターを運営する協議が

進められ、「広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会設置に関する協議書」に調印、平成

28(2016)年度の給食開始に向け工事が進められています。 
 

問63 【答え】⑶ 建設用地の小字名が「美濃」であったため。 

解説：ごみ焼却施設「美濃園」は、昭和 57(1982)年に建設されましたが、当時の土地の表示は「香芝町

大字尼寺字美濃 615番地」であり、土地名称にゆかりのある「美濃」をとって「美濃園」となりま

した。 
 

問64 【答え】⑴ 平成７(1995)年９月 

解説：香芝市では、平成７(1995)年９月１日からごみの完全分別収集を始めました。その後、平成 12(2000)

年 10月 22日には、ペットボトル、紙パック、有害ごみなどの分別収集を行っています。 

 

問65 【答え】⑴ 逆さ岳 

解説：「籏尾池周辺は金剛生駒紀泉国定公園内に位置し、緑豊かな自然環境と調和しています。また、金

剛生駒山系の二上山を眺望できる視点場でもあります。」（奈良県景観資産説明文）この地点から視

る二上山が実際には池面に逆さに映ることはありませんが、もうひとつの奈良県景観資産である

千股池（良福寺）では、見事に逆さに映る映像が沈む夕日とともに数多く撮られています。 

 

問66 【答え】⑴ 昭和51(1976)年 

解説：移転後の新庁舎も築後 40年近くが経過していますが、竣工当時は、執務室もガラガラであったの

が、人口急増と行政の在り方の多様化で、福祉健康部局が総合福祉センターに移転してもなお各部

署がひしめきあうような状態です。 

 

問67 【答え】⑵ 保健センター 

解説：保健センターは、個人から買収した用地を整地して平成 25(2013)年に建設されました。隣接する

総合福祉センターは、逢坂水利組合が管理していた二又
ふたまた

池を平成 10(1998)年に、三和小学校は、

良福寺水利組合が管理している古池の一部を昭和 52(1977)年に、鎌田小学校は、鎌田水利組合が

管理していた太田池を昭和 57(1982)年に、それぞれ埋め立てて建設されました。 
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問68 【答え】⑶ 昭和42(1967)年 

解説：香芝市は、古くから飲み水の不足に悩まされてきましたが、昭和 42(1967)年 10月に国の認可を受

け、上水道事業を開始しました。昭和 46(1971)年７月から奈良県営水道の受水を開始し、また、

順次施設の拡張等が行われ、現在、普及率 100％が達成されています。 
 

問69 【答え】⑴ フランス 

解説：ブランチは、平成 26(2014)年 12月に開催されたニューヨークの別の世界大会において初出場で優

勝しました。今回のチームは、別所地区にあるダンススタジオ「ブランコラボ」のダブルダッチコ

ース在籍のメンバーから選抜された４人組で、うち２人はニューヨーク大会経験者でした。 
 

問70 【答え】⑵ 名古屋グランパス 

解説：楢崎正剛選手は、昭和 51(1976)年に香芝市で生まれ、三和小学校、香芝中学校を卒業後、サッカ

ー名門の奈良育英高校に進学し、全国大会でベスト４に進出しました。高校卒業後、横浜フリュー

ゲルスに入団し、後、名古屋グランパスに移籍しました。  
 

問71 【答え】⑵ 志都美神社（今泉） 

解説：志都美神社には一の鳥居から二の鳥居まで約 100 メートルあります。そこから本殿までを合わせ

ると約 120 メートルになります。香芝市内には他に二の鳥居をもつ神社はなく、これほど長い参

道がある神社は市内では他にありません。これに続く社は、杵築神社（約 65メートル）、八幡神社

（約 55メートル）、大坂山口神社（約 25メートル）となっています。 
 

問72 【答え】⑴ 滝川 

解説：滝川は、香芝市と上牧町の境界付近を源流として「スーパーおくやま」の東側から上牧第二小学校

の西側を通って王寺町に入り、大和川に至る河川。竹田川は穴虫から北今市を通り、葛下川に、熊

谷川は葛城市から鎌田を通り、葛下川と合流して大和川に向います。原川は穴虫・関屋から田尻を

通り、柏原市で大和川に合流します。 
 

問73 【答え】⑷ 初田川 

解説：尼寺川の水源は、滝不動（尼寺）の山中。平野川の水源は、雲門寺
う も ん じ

跡（今泉）の山中。すがる川の

水源は、ヤブツ池（穴虫）。初田川の水源は、天台宗祐泉寺（葛城市染野
そ め の

）の山中です。 
 

問74 【答え】⑵ 56メートル 

解説：香芝市基準点は市役所正面玄関の市民憲章碑の西隣に設置されており、標高 62.74 メートルとな

っています。他の駅舎の標高は、近鉄下田駅（54m）、二上駅（67m）、関屋駅（76m）、二上山駅（98m）、

志都美駅（46m）、香芝駅（52m）、ＪＲ五位堂駅（60m）となっています。（国土地理院） 
 

問75 【答え】⑴ ５人 

解説：香芝市内の神社の代表役員は、その多くを兼ねている宮司が多く、大坂山口神社（穴虫）他８社を

蟹守
かにもり

氏が、志都美神社他５社を定村氏が、春日神社（下田）他２社を五十鈴
い す ず

氏が、鹿島神社を池田

氏が、天神社を高津氏がそれぞれ務められています。 
 

問76 【答え】⑴ 平野千軒 

解説：「たんだの椿」の木のある村に七つの石があります。杵築神社に一つ、平野の道筋に五つ、その他

に一つあります。七つ石は平野の神社を中心にして置いてあり、平野長者の繁栄の頃は「平野千軒」

と言われていました。雲門寺という名がありますが、ここの門前に千軒あったということです。 
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問77 【答え】⑵ きつねの井戸とわるさ豆狸
ま め だ

 

解説：この絵の作者は、市内在住であった故・山本秀数さんの作品で、この作品の他に「たんだの椿」や

「雷の約束」等、香芝の民話を題材にした作品を制作され、広報かしばの表紙や中央公民館の切り

絵講座の講師もされていました。 
 

問78 【答え】⑶ かしば香るみそ 

解説：「かしば香るみそ」は、市内の朝市「ふれあい朝市・香芝」の会員の皆さんが造る、原材料が大豆、

米、塩のみの完全無添加の味噌です。大豆風味豊かなのが特徴です。平成 25(2013)年度には、農

業振興功労者表彰（奈良県下３団体）を受賞されました。 
 

問79 【答え】⑶ 約15パーセント 

解説：香芝市の農家台帳によるとこの 10年で農地の面積は、400ヘクタールから 340ヘクタールと約 15

パーセント減少しています。また、農業従事者も減少し、耕作放棄地も増えています。平成 25(2013)

年の農地の転用目的は、分譲住宅地が約 1.6ヘクタール、青空駐車場が 0.65ヘクタールと多くな

っており、都市化の拡大が農地減少や食料自給率低下の主な要因となっています。 
 

問80 【答え】⑶ ヒノヒカリ 

解説：奈良県内で最も多く作付けされている品種がヒノヒカリです。この品種は、宮崎県総合農業試験場

で育成されたもので、愛知 40号とコシヒカリの組み合わせから誕生しました。平成 26(2014)年に

「特Ａ」と評価された品種は、ななつぼし、ゆめぴりか、ひとめぼれ、つや姫、あきたこまち、コ

シヒカリ、はえぬき、なすひかり、ヒノヒカリ、きぬむすめ、おいでまい、元気つくし、さがびよ

り、森のくまさん、くまさんの力、あきほなみの 16種でした。 
 

問81 【答え】⑷ 高市郡明日香村 

解説：平成 26(2014)年の奈良県の水稲収穫量は、46,600 トンでした。香芝市は、733 トンと少なく、県

下 12市でも一番少ない収穫量でした。明日香村は、841トンの収穫。王寺町は、113トン、三郷町

は、51トン、吉野町は、258トンでした。 
 

問82 【答え】⑴ にじょうさん 

解説：「にじょうさん<おだけ> 二上山<雄岳> 生駒・金剛・和泉山地 517m 34°31′33″ 

135°40′39″ 標高点」と表記されています。「二上山博物館」も「にじょうさんはくぶつかん」

と発音します。 
 

問83 【答え】⑶ 中筋村 

解説：中筋村は、上里村の南に位置し、近世初期は上里村でした。慶安３(1650)年に上里村から分離し、

さらに中筋村出作（現：上牧町中筋出作）を分離しました。明治 21(1888)年に上里村の財政難を理

由に合併申請が認められ上中村となり、翌明治 22(1889)年、葛下郡高村・今泉村・平野村・畠田村

とともに合併し、志都美村となりました。現在でも電柱番号に「中筋」の名称が使われています。 
 

問84 【答え】⑴ 真美ヶ丘 

解説：真美ヶ丘は、昭和 61(1986)年５月６日に大字瓦口・大字下田・大字鎌田（飛地）・大字別所・大字

安部・大字五ヶ所・大字三吉元大垣内方・大字三吉元赤部方・大字疋相・大字三吉元斉音寺方の一

部の区域を変更して誕生しました。高山台は、平成 12(2000)年 10 月 21 日に穴虫の一部の区域を

変更して誕生しました。旭ケ丘は、平成 17(2005)年２月 19日に上中・今泉・逢坂・穴虫の一部の

区域を変更して誕生しました。すみれ野は、平成 27(2015)年６月６日に瓦口・狐井・下田東三丁

目の一部の区域を変更して誕生しました。 
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問85 【答え】⑶ 約4,000棟 

解説：中央構造線断層帯に起因する地震の推定震度は市内の全域で震度６強～７、延焼火災予測は炎上出

火が約 1,000 件になり、焼失件数は 15,000 棟超。建物被害は、全壊 3,952 棟、半壊 2,715 棟、人

的被害は、死者 154人、負傷者 842人、避難者 22,244人と予測されています。 
 

問86 【答え】⑴ 災害時における電気設備の応急復旧の応援に関する協定 

解説：災害時に市庁舎などの防災拠点や避難場所などでの電力復旧の迅速化を図る目的で、奈良県電気工

事工業組合と「災害時における電気設備の応急復旧の応援に関する協定」を締結しました。 
 

問87 【答え】⑶ ゼンリン 

解説：「地震ハザードマップ」や「洪水・土砂災害ハザードマップ」等、これまでばらばらであった防災

マップを統一した「香芝市防災マップ」を平成 28(2016)年４月に香芝市と株式会社ゼンリンが協

働で発行するための協定です。この協定の他、前問の奈良県電気工事工業組合との「災害時におけ

る電気設備の応急復旧の応援に関する協定」、学校法人関西金光学園と「災害時における指定避難

所等の指定等に関する協定」、下田西二丁目の社会福祉法人誠敬会（ぬくもり香芝）と「福祉避難

所の確保に関する協定」をそれぞれ同日に締結しました。  
 

問88 【答え】⑶ 自家発電装置の導入 

解説：この日、被災後深夜に電話交換機のバッテリーが上がり、市民からの被災状況の電話でのやりとり

が全くできなくなったため、停電時でも極力長く災害対策機能を維持するため、市庁舎へ給電する

ための自家発電装置を設置しました。  
 

問89 【答え】⑶ 昭和57(1982)年（台風10号） 

解説：奈良県内では７月 31 日から８月３日にかけて、台風 10 号と低気圧による豪雨は昭和 34(1959)年

９月の「伊勢湾台風」以来の大災害をもたらしました。死者 14名、行方不明者２名をはじめとし

て 42,256人が被災し、県内各河川は氾濫し、王寺町をはじめ床上・床下浸水合わせて 12,398棟に

及びました。平成 10(1998)年の台風７号では市内の最大瞬間風速 56.8メートルを記録し、屋根瓦

が多数破損し、電柱が倒れ、最大４日間停電する等甚大な被害となりました。 
 

問90 【答え】⑶ 約25パーセント 

解説：香芝市の林野面積は、613 ヘクタールで全面積の 25.3 パーセントを占めています。市内の西の山

中は、金剛生駒紀泉国定公園及び金剛・葛城山麓景観保全地区の区域があり、北西部の山間部は明

神山景観保全区域、また上中地区の一部は新古阪環境保全地区になっていて自然が残されるよう

自然環境保全規制もされています。 
 

問91 【答え】⑵ 1.5倍 

解説：香芝市は、平成 28(2016)年に市制施行 25周年を迎えます。この間、人口は 1.4倍余り増え、平成

４年のふたかみ文化センターを皮切りに旭ケ丘小学校、総合福祉センター、新・保健センター等の

建設、中和幹線や奈良西幹線等の交通網の整備等、たゆまぬ発展を続けています。 
 

問92 【答え】⑴ 下田西一丁目 

解説：下田西一丁目は、昭和 50(1975)年７月１日に字の区域と町名変更により大字下田が整理された町

名で、ＪＲ香芝駅やＪＡならけん香芝支店、下田地区公民館等があります。 
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問93 【答え】⑷ 瓦口 

解説：香芝市の東の玄関口である近鉄五位堂駅は駅舎の大半と駅前広場が瓦口にあります。ホームの東側

の一部が五位堂三丁目の区域になりますが、駅の所在地は瓦口 268番地となっています。 
 

問94 【答え】⑶ 磯壁六丁目 

解説：腰折田は、国道 168号の「良福寺」交差点を二上山ふるさと公園方面に右折して 100メートルほど

進んだ右側の水田辺りと伝わっています。この地はもともと良福寺地区内でしたが、昭和 52(1977)

年８月１日に字の区域と町名変更により「大字良福寺」の一部が、「磯壁六丁目」に編入されまし

た。 

問95 【答え】⑵ 藤山一丁目 

解説：「藤山一丁目」は、昭和 50(1975)年７月１日に字の区域と町名変更により「大字畑」の一部が整理

された町名で、小字名「藤山」を採用した町名です。「藤山二丁目」は、「大字畑」の一部と「大字

逢坂」及び「大字下田」の一部が整理された町名です。 

 

問96 【答え】⑷ 香芝北中学校－香芝東中学校－香芝中学校－香芝西中学校 

解説：香芝北中学校（819 名）、香芝東中学校（734 名）、香芝中学校（648 名）、香芝西中学校（438 名）

の生徒たちが学んでいます。 

 

問97 【答え】⑶ ４月23日 

解説：「岳のぼり」は、毎年４月 23日に二上山麓でお寿司を食べ、水の恵みに感謝するとともに新緑を楽

しむ行事として受け継がれてきました。そして昭和 57(1982)年からは、香芝市・葛城市・太子町・

近畿日本鉄道等で組織する二上山美化促進協議会が中心となった美化活動を兼ねた行事として定

着しています。 

 

問98 【答え】⑷ 香芝市総合福祉センター 

解説：香芝市総合福祉センター１階に開設されているボランティアセンターは、香芝市社会福祉協議会の

事業で、ボランティアグループや推進団体等との連絡調整、ボランティア活動に必要な知識や技術

等の各種講座や研修会等が行われています。 

 

問99 【答え】⑵ ローソン 

解説：平成 27(2015)年 11月１日現在、ローソン８店舗、セブンイレブン６店舗、ファミリーマートとサ

ークルＫサンクスはそれぞれ３店舗出店しています。平成 28(2016)年９月に統合されるファミリ

ーマートとサークルＫサンクスの現店舗数に変化がなければセブンイレブンと同数になります。

香芝市内のコンビニ数は 21店舗で、奈良市（111）、橿原市（50）、大和郡山市（36）、天理市（25）、

生駒市（25）に次いで県内では６番目となっています。 

 

問100 【答え】⑴ 聖徳太子 

解説：『日本書紀』に推古天皇 15(607)年、「倭国に高市池、藤原池、肩岡池、菅原池を作る」とあり、池

は当時、推古天皇の摂政であった聖徳太子が造営し、「肩岡池」は一帯が古く「片岡荘」であった

ことから、籏尾池や分川池を指すといわれています。毎年４月 23日に籏尾池水神山境内で水利関

係者が集い、水神さん祭りが志都美神社宮司の祈祷により執り行われています 
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問101 【答え】⑷ 鶴が羽を広げた形 

解説：香芝市総合福祉センターは、平成 10(1998)年４月に香芝市のシンボルでもある奈良県の天然記念

物「屯鶴峯」から鶴をモチーフにし、白い鶴が翼を広げたように見えるように建設されました。 
 

問102 【答え】⑷ 62 

解説：香芝市は、昭和 46(1971)年 12 月 15 日に市内局番として６局と７局が付番されるまでは、市外局

番の 074577 と４桁の加入者番号でした。その後、市内局番が２桁になり、76 局と 77 局になりま

した。平成 27(2015)年 11月１日時点で 27、43、44、47、51、60、61、70、71、76、77、78、79局

の 13局まで増えています。 
 

問103 【答え】⑴ 約97パーセント 

解説：香芝市の市道の舗装率は、97.3パーセントで県内４位。97.9パーセントの大和高田市が１位で上

牧町、河合町が続き、５位の 97.2パーセントの大淀町までが 97パーセント超えでした。６位の川

西町が 95.6パーセントと少し低くなり、最下位は、天川村の 27.6パーセントとなっています。 
 

問104 【答え】⑶ 白石涼子（声優） 

解説：吹石一恵さんと山本貴司さんはともに大阪府生まれ。奥村彪生さんは和歌山県生まれです。 
 

問105 【答え】⑶ 約2.5倍 

解説：今池親水公園は、平成 13(2001)年４月に市内初めての親水公園として開園しました。公園の敷地

に利用するため、今池の池面積は小さくなりましたが、大きく減少したのは、昭和 54(1979)年４

月に開館した総合体育館の敷地としてこのため池の西側を埋立てたときです。（2.4ha→0.95ha 面

積測定：国土地理院地図上での面積測定ツールで計測） 
 

問106 【答え】⑴ ササユリ 

解説：ササユリは５月～７月頃に淡いピンク色の花を咲かせる可憐な植物です。近年高値で売られること

から心ないハイカーによって球根ごと抜かれているようです。⑵～⑷の植物は、すでに二上山麓か

ら姿を消してしまいました。 
 

問107 【答え】⑴ 葛下川 

解説：昭和 51(1976)年４月に町制施行 20周年を記念して「香芝市歌」と「香芝音頭」が作られました。 

１ みどりを競ふ
き そ う

 山裾に めぐみ豊かな みのりあり 万葉の香
か

の たゆたへ
え

る わがまち香芝に 栄えあれ 

２ 流れさやなる 葛下川 歴史はめぐる 語り草 たつきもいよよ 栄えゆく わがまち香芝に 誇りあれ 

３ 夕映えの空 二上
ふたかみ

の 雄姿うかべて 暮れなづむ いにしへ
え

人
びと

の 道に添ふ
そ う

 わがまち香芝に みやびあれ 

４ めぐりもしるき ふるさとの 四季のおもかげ いつくしむ 人はぐくみて ゆたかなる わがまち香芝に あしたあれ 
 

問108 【答え】⑵ カシ 

解説：香芝市の条例に、「香芝市の山野に多く自生し、昔から人々の生活になじみ深い木である。庭木や

生垣として利用され堅く丈夫で大木になり、その健康的な成長ぶりは飛躍発展を続ける香芝市の

木としてふさわしい。」とされています。 
 

問109 【答え】⑵ 法律上は保育所であるが、名称はどちらでもよい。 

解説：香芝市内の保育施設は、公立が「保育所」、私立が「保育園」と呼んでいますが、法律に規定され

ている名称は、公立・私立に関係なくすべて「保育所」です。 



p. 32 
 

問110 【答え】⑷ 悠久の光 

解説：耕作放棄地は、遊休農地とも呼ばれ、「遊休」と「悠久」にかけて農業委員の発案で命名され、平

成 25(2013)年収穫米で醸造され、翌年に発表されました。平成 27(2015)年収穫米の醸造分は平成

28(2016)年中に発売される予定です。 

 

問111 【答え】⑶ ボウリング 

解説：平成 27(2015)年４月現在の加盟クラブは、バレーボール連盟、ソフトボール協会、卓球協会、テ

ニス協会、ソフトテニス連盟、バドミントン連盟、ゲートボール協会、剣道部、柔道部、バスケッ

トボール部、合気道部、弓道部、ボウリング部、バウンドテニス部、武術太極拳連盟、香芝市グラ

ウンドゴルフ協会です。 

 

問112 【答え】⑵ 平成29(2017)年 

解説：香芝市の第４次総合計画での将来人口では、平成 29(2017)年に８万人を超える予測を立てていま

す。一方、平成 52(2040)年に 896 自治体が消滅の危機があるとした日本創成会議の人口減の前提

としている国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、香芝市は平成 37(2025)年に人口８万

人を超え、後に減少に転じると予測しています。 

 

問113 【答え】⑷ 旭ケ丘 

解説：平成 27(2015)年 11 月末現在で住民登録が一番多いのは旭ケ丘で 7,574 人。真美ヶ丘の 6,793 人、

西真美の 3,217人、高山台の 3,180人と続きます。 

 

問114 【答え】⑵ 

解説：香芝市の消防団は、昭和 31(1956)年の４村合併で香芝町が誕生したとき、それぞれの村で組織さ

れていた４つの消防団を分団としてスタートしました。昭和 45(1970)年に二上小学校区の第３分

団から独立して現在の関屋小学校区を担当する第５分団が組織されました。 

 

問115 【答え】⑴ 42歳 

解説：奈良県統計課の資料によると、香芝市の平均年齢（総年齢÷総人口）は 42.01歳で、次いで天理市

の 43.32 歳、広陵町の 43.53 歳と大きく開いています。因みに年少人口割合も 17.22 パーセント

と２位の広陵町の 15.31パーセントとここでも大きな差があります。 

 

問116 【答え】⑶ 44位 

解説：この調査は、公的統計を基に、それぞれの市が持つ都市力を「安心度」「利便度」「快適度」「富裕

度」「住居水準充実度」の５つの観点に分類し、採用 14指標について、それぞれ平均値を 50とす

る偏差値を算出し、その単純平均を総合評価としてランキングしたものです。奈良県内では生駒市

の 27位に次いで２位でした。 

 

問117 【答え】⑶ 約1,000名 

解説：平成 27(2015)年４月１日現在、30団体 958名の方が登録されています。登下校時の見守りをはじ

め、あいさつ運動や夜間の防犯パトロールを行っていただいている団体もあります。 
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問118 【答え】⑷ 11月の第３土曜日 

解説：平成 27(2015)年の教育の日に合わせてオープンスクール、子どもたちの絵画展と「香芝市の就学

前教育を考える～香芝の未来はこの子たちの手に～」をテーマに、国や県の就学前教育の状況や、

香芝市のこれまでの取り組み、また「香芝市子ども・子育て支援事業計画」や「幼稚園教育要領」、

「保育所保育指針」をもとに、今後の就学前教育の展開について本音で語り合うシンポジウムが開

催されました。 

 

問119 【答え】⑶ かしば 

解説：横幅 25メートル、縦幅５メートルの大きさで「かしば」と表記されています。 

 

問120 【答え】⑷ おもいやり駐車場 

解説：平成 28(2016)年１月１日から奈良県内の 300 を超える施設で「奈良県おもいやり駐車場制度」が

実施されました。この制度は、車いす使用者や高齢者など移動に配慮が必要な方のための駐車場を

公共施設や民間店舗などに整備し、これらの方に利用証を県が交付し、この駐車区画を利用できる

ようにする制度です。 
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