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問１ 二上山
に じょ う さん

は、2000万年前頃に始まり1400万年前頃までに終わったとされる噴火活動と、その後の浸食によ

ってできた山であると考えられています。二上山とその周辺には多くの種類の火山岩が分布しています。二上山

の火山活動で、噴出した火山岩の種類を年代の古い順に並べたものは、次のうちどれでしょうか。 

(1)讃岐岩 → 黒雲母安山岩 → 角閃石安山岩 → 流紋岩 

(2)黒雲母安山岩 → 角閃石安山岩 → 讃岐岩 → 流紋岩 

(3)讃岐岩 → 流紋岩 → 黒雲母安山岩 → 角閃石安山岩 

(4)流紋岩 → 黒雲母安山岩 → 角閃石安山岩 → 讃岐岩 
 

問２ 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。国内でこのサヌカイトが産出するのは二上山周辺とあともう

一カ所あります。それはどこでしょうか。 

(1)兵庫県南部  (2)福井県嶺南  (3)長野県西部  (4)香川県北部 
 

問３ 奈良県内で初めて旧石器文化の究明を目的として調査が行われた遺跡が香芝市内にあります。次のう

ちどの遺跡でしょうか。 

(1)鶴峯荘第１地点遺跡(穴虫)   (2)桜ヶ丘第１地点遺跡(穴虫) 

(4)サカイ遺跡・平地山遺跡(田尻) (4)田尻峠第３地点遺跡(穴虫) 
 

問４ 詩人・吉増
よします

剛造
ごうぞう

が二上山への登頂を詠った『オシリス、石の神』(第２回現代詩花椿賞受賞作品)の一節に、

二上山のことを比喩した表現が出てきます。それは、次のうちどれでしょうか。 

(1)駱駝
ら く だ

ノ背ノ山       (2)陽
ひ

ノ照ルトコロノ山 

(3)メオト山ノフタガミ山   (4)フタエマブタノ美しい山 
 

問５ 二上山は雄岳と雌岳の二つの峯がある山で、雄岳の標高は517ｍです。それでは雌岳の標高は何メ

ートルでしょうか。 

(1)443.9ｍ  (2)453.9ｍ  (3)463.9ｍ  (4)473.9ｍ 
 

問６ 近鉄南大阪線二上山駅から二上山への登山コースを歩くと、雄岳の頂上までどれほどの距離があるでし

ょうか。 

(1)約２．５㎞  (2)約３㎞  (3)約３．５㎞  (4)約４㎞ 
 

問７ 二上山には様々な植物が群生しています。次の花々の中で二上山と、その山麓では見られないのはど

の花でしょうか。 

(1)サクラソウ  (2)ネムノキ  (3)アセビ  (4)サザンカ 
 

問８ 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、白い岩肌の奈良県の天然記念物に指定され

ている「屯鶴峯
どんづるぼう

」があります。天然記念物に指定されたのはいつでしょうか。 

(1)明治44(1911)年  (2)大正10(1921)年  (3)昭和26(1951)年  (4)平成元(1989)年 
 

問９ 「屯鶴峯」の地下には、第二次世界大戦中に陸軍航空総郡司令部が造営した地下壕が残っています。

その地下壕は複数造営されていました。壕はいくつあるでしょうか。 

(1)２つ  (2)３つ  (3)４つ (4)５つ 
 

問10 「屯鶴峯」の南側には、かつて「屯鶴峯駅」がありました。今日では痕跡すら見つけられません。この駅が

廃駅になったのはいつでしょうか。 

(1)昭和19(1944)年  (2)昭和29(1954)年  (3)昭和39(1964)年  (4)昭和49(1974)年 



問11 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

から大和に逃れました。途中、

大坂で出会った少女に敵の待ち伏せを教えてもらい、難を逃れて無事に大和へたどり着いたことが記紀に

見えます。皇太子は大和のどこへ逃れたと記されているでしょうか。 

(1)当麻寺(葛城市) (2)東大寺(奈良市) (3)大神
おおみわ

神社(桜井市) (4)石上
いそのかみ

神宮(天理市) 
 

問12 『日本書紀』や『大和誌』に、良福寺地区の腰折田
こ し お れ だ

で当麻蹶速
たいまのけはや

と野見宿禰
の み の す く ね

が天皇の御前で相撲(力比べ)

をとり、宿禰が蹶速の腰の骨を砕いて勝ち、蹶速の領地を賜ったことが書かれています。そして、このことが

香芝の相撲発祥の所以となっています。それは、何月何日に行われたと書かれているでしょうか。 

(1)３月３日  (2)５月５日  (3)７月７日  (4)９月９日 
 

問13 『日本書紀』の崇神
す じ ん

天皇９(-89?)年３月の条に疫病
えきびょう

を平癒
へ い ゆ

するため「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、

大坂ノ神に黒色の楯矛を祀った。」とあります。東を守る墨坂ノ神を祀ったのが宇陀市榛原
はいばら

の墨坂神社です

が、西を守る大坂ノ神を祀ったのは、次のうちどの神社と考えられているでしょうか。 

(1)鹿島神社(下田西一丁目)   (2)杵築神社(良福寺) 

(3)十二社神社(五位堂四丁目)  (4)大坂山口神社(逢坂・穴虫) 
 

問14 葛城
かずらき

氏は、その実在が確認できている日本最古の豪族です。葛城氏は最後には滅ぼされますが、誰の

手によって滅ぼされたのでしょうか。 

(1)安康天皇  (2)大泊瀬稚武尊
おおはつせのわかたけのみこと

  (3)眉輪王
ま ゆ わお う

  (4)允恭
いんぎょう

天皇 
 

問15 記紀によると、古代皇族の武埴安彦命
たけはにやすひこのみこと

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たとあり

ます。夫は山背
やましろ

(現：京都府木津川市木津町付近)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す。このときの天皇

とはどの天皇でしょうか。 

(1)崇神天皇  (2)応神天皇  (3)雄略天皇  (4)武烈天皇 
 

問16 『日本書紀』に「其
そ

の墓を号
なづ

けて箸墓
はしはか

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。この大坂山の石とは、どの山の石のことでしょうか。 

(1)寺山(羽曳野市)  (2)芝山(柏原市)  (3)神山(太子町)  (4)明神山(王寺町) 
 

問17 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。関屋峠から現在の関屋－旭ヶ丘－畑之浦－

高を通っていたのは、次のうちどの街道でしょうか。 

(1)田原本街道  (2)伊勢街道  (3)堺街道  (4)長尾街道 
 

問18 平成28(2016)年９月に日本の国石に「ひすい」が日本鉱物科学会によって選定されました。第１次選定時

に候補としてあげられた11種の石に香芝に縁のある石も含まれていました。それは、どの岩石でしょうか。 

(1)石灰岩  (2)凝灰岩  (3)サヌカイト  (4)ざくろ石 
 

問19 旭ヶ丘ニュータウンの３号公園内に保存されている７世紀前半の築造と考えられている円墳は、何という

古墳でしょうか。 

(1)山田古墳  (2)山下古墳  (3)山中古墳  (4)山口古墳 
 

問20 下田地区狐井
き つ い

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る市内で

いちばん大きな古墳です。全長はどれくらいの長さでしょうか。 

(1)約100ｍ  (2)約120ｍ  (3)約140ｍ  (4)約160ｍ 



問21 志
し

都
ず

美
み

地区にある国史跡の平野
ひ ら の

塚
つか

穴山
あなやま

古墳は、茅渟王
ち ぬ お う

(天智天皇・天武天皇の祖父)の墓ではないかと

もいわれる貴重な古墳です。この古墳に収められていた棺は、次のうちどの種類の棺でしょうか。 

(1)夾紵棺
きょうちょかん

  (2)漆塗
うるしぬり

木棺
もっかん

  (3)漆塗石棺
うるしぬりせっかん

  (4)漆塗陶棺
うるしぬりとうかん

 
 

問22 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、72もの僧坊
そうぼう

(寺院付

属の僧の住居)があったと書かれています。その雲門寺に関する記録として、『大乗院寺社雑事記』の文明

14(1482)年の条に雲門寺蔵主
ぞ う す

が亡くなったことが書かれています。この蔵主とは誰のことでしょうか。 

(1)片岡利盛  (2)片岡利持  (3)岡弥次郎  (4)岡 国高 
 

問23 香芝市で鎌倉時代から脈々と続けられている「結鎮座
け っ ち ん ざ

」という祭礼が毎年１月２６日に行われています。

どこの神社の祭礼でしょうか。 

(1)八幡神社(関屋)     (2)杵築神社(平野) 

(3)鹿島神社(下田西一丁目) (4)天神社(鎌田) 
 

問24 国宝「威奈大村
い なのおおむ ら

骨蔵器」は、穴虫地区通称馬場
ば ば

の通称ゴボ山で農作業中の人によって偶然発見されまし

た。いつ頃発見されたのでしょうか。 

(1)江戸時代  (2)明治時代  (3)大正時代  (4)昭和時代 
 

問25 飛鳥時代の官吏・威奈大村(天智元(662)年～慶雲４(707)年４月24日)は、ある国の国司を務めていたと

『続日本
しょく にほん

紀
ぎ

』に書かれています。そのある国とは、どの国のことでしょうか。 

(1)越後国  (2)甲斐国  (3)播磨国  (4)出雲国 
 

問26 聖徳太子の亡骸を法隆寺から太子の御廟
ごびょ う

(墓)まで運んだとされる「太子道(太子葬送の道)」は、香芝市

内を通っています。その道中、志都美地区の尼寺二丁目と今泉(畑之浦)の路傍に「太子道」と書かれた石

碑があります。この文字を揮毫
き ご う

したのは誰でしょうか。 

(1)大野玄妙  (2)高田良信  (3)枡田秀山  (4)大野可圓
か え ん

 
 

問27 分川池と籏尾池は、推古天皇15(607)年に聖徳太子の進言で築造されたと伝わるため池です。『日本書

紀』に記された「かたおか」という池の表記は、次のうちどれでしょうか。 

(1)片岡池  (2)方岡池  (3)牢岡池  (4)肩岡池  
 

問28 二上山の東麓に大将軍山
だいじょうごやま

と呼ばれる孤
こ

峰
ほう

があり、戦国時代の大和
や ま と

国人
こ く じ ん

であった岡氏の山城の跡が残っ

ています。岡氏は、織田信長勢に支配地を焼き払われて領袖は自害し、国人としての幕を閉じました。この

とき自害した岡氏の領袖は誰でしょうか。 

(1)岡因幡守
いなばのかみ

  (2)岡周防守
すおうのかみ

  (3)岡弥二郞  (4)岡 八朗 
 

問29 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は片岡

城を構えていた片岡氏がいました。片岡氏と戦ってこの城を落城させたのは、次のうち誰でしょうか。 

(1)畠山尚順  (2)松永久秀  (3)筒井順慶  (4)箸尾為国 
 

問30 関屋北八丁目の山中、大阪府との府県境に「七郷山城
しちごうやまじょう

」と呼ばれる山城跡があります。この城の築造者

はよくわかっていませんが、築いた、或いは利用した可能性が高いと考えられている戦国時代の武将は、

次のうち誰でしょうか。 

(1)片岡利盛  (2)三好長慶  (3)畠山尚順  (4)松永久秀 
 



問31 奈良県は、明治維新以降わずか20年間で、｢大和鎮台｣→「大和国鎮撫総督府」→｢奈良県｣→「奈良府」

→「奈良県」→「堺県」→「大阪府」→「奈良県」と、めまぐるしく変遷しました。明治４(1871)年11月、大和国全

域として奈良県が成立したとき、県庁はどこに置かれたでしょうか。 

(1)春日大社  (2)東大寺  (3)興福寺  (4)大安寺 
 

問32 「奈良」の名の由来は諸説あります。特に有力視されているのは、どの説でしょうか。 

(1)『日本書紀』にみえる平城山
な ら や ま

丘陵の草木を踏みならした「那羅
な ら

山」による。 

(2)平
なら

した土地の意味で、奈良はかつて「平城
な ら

」と書かれていた。 

(3)植物の｢楢
なら

｣に由来する。｢楢原と号
なづ

くる所以
ゆ え ん

は、柞
なら

此
こ

の村に生へり。故、柞原
ならはら

といふ」(『万葉集』) 

(4)韓国語の「나라
な ら

」(国を意味する)からの借用語である。 
 

問33 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

が流行り、村人が神社に祈祷を続けると一人の罹患
り か ん

も無かったので、神様

への感謝の表しとして彫られたそうです。その疫病とは、次のうちどれでしょうか。 

(1)結核  (2)赤痢
せ き り

  (3)癩病
らいびょう

  (4)虎列剌
こ れ ら

 
 

問34 香芝市内に「山崎神社」という神社があります。どの地区にあるでしょうか。 

(1)下田西一丁目  (2)下田東三丁目  (3)五ヶ所  (4)西真美一丁目 
 

問35 香芝市内にある神社の中で、拝殿の背後の森が奈良県の天然記念物に指定されている神社があります。

それは、次のうちどの神社でしょうか。 

(1)三輪神社(田尻)   (2)大坂山口神社(穴虫) 

(3)鹿島神社(下田西)  (4)志都美神社(今泉) 
 

問36 良福寺地区の阿日寺に生誕伝説のある平安時代中期の天台宗の高僧で、地獄極楽を説いた

恵心僧都源信
え し ん そ う ず げ ん し ん

は、幼名を「千菊丸
ち ぎ く ま る

」と言ったそうです。では、同じ「千菊丸」が幼名であったとされる高僧は、

次のうち誰でしょうか。 

(1)一休  (2)沢庵
たくあん

  (3)法然  (4)親鸞 
 

問37 恵心僧都源信の命日を「源信忌
き

(恵心忌)」と言います。この源信忌は、俳句の季語にもなっています。ど

の季節でしょうか。 

(1)春  (2)夏  (3)秋  (4)冬  
 

問38 幼名を千菊丸と呼ばれた恵心僧都が９歳の時、比叡山に登って仏門に入り名を源信と改めました。僧都

が師事した大僧正は、次のうち誰でしょうか。 

(1)良源  (2)尋禅  (3)余慶  (4)陽生
よしょう

 
 

問39 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
かずらきしもぐん

には「神戸
か む べ

」「山直
やまだい

」「高額
たかぬか

」「賀美
か み

」

「蓼田
た で だ

」「品治
ほ む じ

」「當麻
た い ま

」の七つの郷名
ごうめい

が見えます。このうち「山直」とは、どのあたりだと考えられているでしょ

うか。 

(1)逢坂付近  (2)鎌田付近  (3)北今市付近  (4)別所付近 
 

問40 香芝市内に今も点在する地蔵のうち、旧街道脇に祀られているものが数十体あります。その中で、鼻の

部分が欠けている通称「鼻欠け地蔵」は、どの街道沿いにあるでしょうか。 

(1)伊勢街道  (2)太子道  (3)長尾街道  (4)堺街道 
 



問41 香芝市はその昔、鋳物
い も の

業の盛んなところでした。特に、下田地区と五位堂地区に鋳物師
い も じ

が多くいて、梵鐘
ぼんしょう

や鍋・釜、農具などを鋳造していました。下田鋳物師は鎌倉時代から江戸時代中期にかけて活躍しました

が、五位堂鋳物師はいつ頃活躍していたでしょうか。 

(1)室町時代中期  (2)室町時代後期  (3)安土桃山時代  (4)江戸時代中期 
 

問42 旭ヶ丘ニュータウンの北側に分川
ぶんがわ

池という市内でいちばん大きなため池があります。このため池は東西

約800ｍという細長い池です。この池は東京ドームグラウンドの何倍の大きさがあるでしょうか。 

(1)約２倍  (2)約４倍  (3)約６倍  (4)約８倍 
 

問43 香芝市役所の庁舎が現在の場所に建設されたのは昭和51(1976)年で、ある場所から移転したものです。

それでは、旧庁舎はどの地区にあったのでしょうか。 

(1)五位堂地区  (2)下田地区  (3)二上地区  (4)志都美地区 
 

問44 ヤギや羊が除草作業に一役買ってくれることはよく知られています。市内においてもため池の堤防に繁

茂する雑草をヤギに食べさせて除草する取り組みが始まりました。次のうちどのため池でしょうか。 

(1)吉ヶ池(磯壁七丁目)  (2)白金池(畑六丁目)  (3)ヤブツ池(穴虫)  (4)長池(五位堂飛地) 
 

問45 昭和40(1965)年頃までは香芝においても水田の耕耘
こ う うん

に牛を使っていました。当時その牛に対して定期的

にあることが行なわれていました。それは、どのようなことでしょうか。 

(1)爪切り  (2)健康診断  (3)予防接種  (4)品評会(競り) 
 

問46 昭和52(1977)年４月に三和
み つ わ

小学校が開校し、磯壁地区の子どもたちが通うようになりました。それまで児

童はどの小学校に通っていたでしょうか。 

(1)五位堂小学校  (2)下田小学校  (3)二上小学校  (4)鎌田小学校 
 

問47 香芝市の前身の香芝町が誕生したのは昭和31(1956)年です。その当時の人口は、約15,000人でした。現

在の宅地面積は総面積の約29％(約7.1㎢)ですが、香芝町の誕生当時はどれほどだったでしょうか。 

(1)約３％  (2)約６％  (3)約９％  (4)約12％ 
 

問48 香芝市は市制を施行するまでは北葛城郡に属していました。香芝市が抜けた現在の北葛城郡内には何

町あるでしょうか。 

(1)２町  (2)３町  (3)４町  (4)５町 
 

問49 次の近鉄大阪線の駅名で、近畿日本鉄道株式会社が正式名称としているのはどの駅名でしょうか。 

(1)近鉄関屋駅  (2)近鉄二上駅  (3)近鉄下田駅  (4)近鉄五位堂駅 
 

問50 市内に「良福寺」という地区名がありますが、良福寺という寺院（跡）はありません。この地区名の由来に

ついて、どのように考えられているでしょうか。 

(1)西方寺の旧寺院名と考えられている。 

(2)阿日寺の旧寺院名と考えられている。 

(3)常盤寺(廃寺)の旧寺院名と考えられている。 

(4)良福寺という寺院の存在を含め、よくわかっていない。 
 

問51 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。そのうちで、戸籍簿・

住民基本台帳に正式町名として使用されている名称が一つだけあります。次のうちどれでしょうか。 

(1)瑞
ずい

宝
ほう

園
えん

  (2)皐
さつき

ヶ丘  (3)五ヶ所  (4)桜ヶ丘 
 



問52 旧道路法で各市町村に設置が義務づけられていたのが「道路元標
げんぴょう

」です。それでは合併して香芝町にな

る前の村々のうち、「道路元標」が現存しているのは、どの村が設置したものでしょうか。 

(1)下田村  (2)五位堂村  (3)二上村  (4)志都美村 
 

問53 昭和11(1936)年２月、二上山南部を震源としたＭ6.4の河内大和地震が発生しました。その日はある重要

なことがあったため、関係者は大混乱に陥りました。どのようなことがあったからでしょうか。 

(1)天皇陛下が来県され、畝傍
う ね び

駅(橿原市)へ向かう専用列車が志都美駅付近を通過していたため。 

(2)各村で衆議院議員選挙の開票作業中であったため。 

(3)大坂山口神社(穴虫)で奉納宮相撲が行われていたため。 

(4)五位堂小学校が改築され、落成記念式典が行われていたため。 
 

問54 香芝市役所のロビーに香芝市消防団が特別表彰されたときに贈られた「纏
まとい

」が展示されています。この

「纏」は、どのような表彰で贈られるのでしょうか。 

 (1)内閣総理大臣表彰  (2)総務大臣表彰  (3)消防庁長官表彰  (4)日本消防協会表彰 

 

問55 ＪＲ和歌山線の志都美駅が設置されたのは、何年でしょうか。 

(1)明治24(1891)年  (2)昭和２(1927)年  (3)昭和４(1929)年  (4)昭和30(1955)年 
 

問56 鉄道駅の構内に設置されていた売店は、鉄道会社の直営から次々とコンビニエンスストアに移行してい

ます。近畿日本鉄道も同様にコンビニエンスストアへの委託を進めています。五位堂駅構内では、どのコン

ビニエンスストアが営業しているでしょうか。 

(1)セブン－イレブン  (2)ローソン  (3)ファミリーマート  (4)サークルＫ 
 

問57 香芝市内を通っている近鉄大阪線はＪＲ和歌山線より線路の幅が広くなっています。近鉄大阪線はＪＲ和

歌山線の線路幅よりどれほど広くなっているでしょうか。 

(1)約７cm  (2)約17cm  (3)約27cm  (4)約37cm 
 

問58 市役所等の公共施設への送迎用として無料で運行していた公共バスが、平成28(2016)年10月から運行

形態が見直され、各停留所での途中下車ができるようになり、運賃が有料となりました。大人の１回の乗車

は、いくらになったでしょうか。 

(1)50円  (2)100円  (3)200円  (4)300円 
 

問59 平成28(2016)年４月１日現在、奈良県歯科医師会に加入している香芝市内の歯科医院は35院あります。

そのうち小児歯科の診療科目をもつ歯科医院は、いくつあるでしょうか。 

(1)15院  (2)20院  (3)25院  (4)30院 
 

問60 香芝市総合福祉センターの２階に「かしば・屯鶴峯温泉」があります。この温泉に市内在住の満60歳未満

の成人が入浴する場合の利用料金は、いくらでしょうか。 

(1)200円  (2)300円  (3)400円  (4)500円 
 

問61 平成28(2016)年９月から香芝市と広陵町の共同給食センターが稼働し、中学校給食が始まりました。香

芝市内の小学校給食はすでに始まっていましたが、いつ頃から始まったのでしょうか。 

(1)昭和32(1957)年  (2)昭和35(1960)年  (3)昭和38(1963)年  (4)昭和41(1966)年 
 



問62 ナラ枯れというナラ類・シイカシ類の樹木を枯らす樹木の伝染病が、全国では平成22(2010)年がピークで

した。その後、減少に転じていますが、奈良県ではこの年に初めて県北部地域で罹病が確認されました。香

芝市内でナラ枯れが確認されたのはいつでしょうか。 

(1)平成24(2012)年  (2)平成25(2013)年  (3)平成26(2014)年  (4)平成27(2015)年 
 

問63 香芝市では平成７(1995)年からごみの完全分別収集を始め、平成12(2000)年からは、ペットボトル、紙パ

ック、有害ごみ等も分別収集を始めました。このうち、ペットボトルについては、ストックヤードと呼ばれる資

源ごみ回収用の一時保管所に集められています。このストックヤードは、どの小学校の近くに設置されてい

るでしょうか。 

(1)旭ケ丘小学校 (2)三和小学校 (3)真美ヶ丘西小学校 (4)真美ヶ丘東小学校 
 

問64 香芝市に隣接する自治体内に、香芝市内の地名が付いているため池があります。それは、何というため

池でしょうか。 

(1)鎌田池  (2)五位堂池  (3)別所池  (4)尼寺池 
 

問65 香芝市立の４つの中学校の所在地区の表示のうち、誤っているのはどれでしょうか。 

(1)香芝中学校(磯壁一丁目)    (2)香芝西中学校(高山台三丁目) 

(3)香芝東中学校(真美ヶ丘二丁目) (4)香芝北中学校(旭ケ丘四丁目) 
 

問66 「民主社会党(民社党)」は、昭和35(1960)年に結成(平成６(1994)年解党)した日本の政党でした。その第２

代委員長であった西村栄一氏(明治37(1904)年-昭和46(1971)年)は香芝の出身者です。次のどの地区の出

身でしょうか。 

(1)五位堂地区  (2)瓦口地区  (3)別所地区  (4)鎌田地区  
 

問67 香芝の民話に「雷の約束」というお話があります。あるお寺の井戸に落ちた雷が、阿弥陀如来さまに井戸

に蓋
ふた

をされて閉じ込められたところ、雷が「二度とこの村には落ちませんから出してください。」という約束を

し、それから雷は落ちなくなったといいます。このお寺とは、次のうちどのお寺でしょうか。 

(1)圓融寺
え ん ゆう じ

(五位堂四丁目)  (2)徳藏院(五位堂四丁目) 

(3)寶樹寺
ほ う じゅ じ

(五位堂四丁目)  (4)長福寺(瓦口) 
 

問68 香芝の民話に松の木の上から子どもたちにわるさをする「わるさ豆狸
ま め だ

」というお話があります。このお話は、

市内のどの辺りの林の松の木に居たという狸のお話でしょうか。 

(1)下田の東の林  (2)志都美の北の林  (3)二上の南の林   (4)関屋の西の林 
 

問69 香芝市の木は「樫(カシ)」です。香芝市内の道路などにあるマンホールの蓋に市の花「スミレ」とともに「樫

(カシ)」が可愛いドングリとして刻まれています。一つのマンホールに何個描かれているでしょうか。 

(1)７個  (2)16個  (3)23個  (4)31個 
 

問70 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ている「米の食味ランキング」

で、奈良産の米として６年連続最高位「特Ａ」の評価を得ている品種は何でしょうか。 

(1)きぬむすめ  (2)コシヒカリ  (3)ヒノヒカリ  (4)ひとめぼれ 
 

問71 地方公共団体では一般会計から切り離して独立して行われる経理として、「国民健康保険特別会計」や

「土地取得特別会計」などが設けられています。香芝市では何種類の特別会計が設けられているでしょうか。 

(1)４種類  (2)５種類  (3)６種類  (4)７種類 

 



問72 香芝市内には大雨による土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊・土石流・地すべり)が奈良県知事によって

指定されています。平成28(2016)年７月１日時点で何カ所指定されているでしょうか。 

(1)69カ所  (2)79カ所  (3)89カ所  (4)99カ所 
 

問73 香芝市は、災害(火災時を含む)時における協定を様々な自治体や機関との間で締結しており、その平成

27(2015)年度での件数は35件でしたが、平成28(2016)年度にも２件新たに締結し、37件になっています。そ

のうち１件は６月23日に締結された「防犯防災に関する包括連携協定(NTT 西日本奈良支店・香芝警察署)」

です。もう１件の相手方はどれでしょうか。 

(1)公益社団法人奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

(2)奈良県・県内市町村・奈良県市長会・奈良県町村会 

(3)学校法人関西金光学園 

(4)奈良県電気工事工業組合 
 

問74 香芝市では、毎年決まった日に火災予防運動の一環として防火宣伝パレードを行なわれています。その

日とは、次のうちどの日でしょうか。 

(1)９月１日  (2)11月９日  (3)12月30日  (4)１月９日 
 

問75 香芝市では地震災害をはじめ、あらゆる災害時における情報伝達手段のひとつとして、平成27(2015)年４

月に携帯型デジタル防災行政無線の運用を開始しました。市内に無線局は何局設置されているでしょうか。 

(1)87局  (2)97局  (3)107局  (4)117局 
 

問76 香芝市内のあるご自宅の庭で月に１回程度、親子などで無料乗車ができるミニＳＬ(蒸気機関車)の運行

会が行われています。どの地区の家で行われているのでしょうか。 

(1)磯壁七丁目  (2)白鳳台二丁目  (3)高山台三丁目  (4)関屋北六丁目 
 

問77 近鉄大阪線の関屋駅から大阪教育大前駅の間に新玉手山トンネルがあります。全長何メートルのトンネ

ルでしょうか。 

(1)515ｍ  (2)615ｍ  (3)715ｍ  (4)815ｍ 
 

問78 近鉄下田駅と五位堂駅の中間にある近畿日本鉄道の車両工場である五位堂検修車庫は、一般には非

公開となっていますが、年に一度の「きんてつ鉄道まつり」に公開されています。このまつりは例年いつ頃に

行われているでしょうか。 

(1)春季  (2)夏季  (3)秋季  (4)冬季 
 

問79 近鉄南大阪線の二上山駅があるのは、次のうちどの地区でしょうか。 

(1)穴虫  (2)畑  (3)畑四丁目  (4)畑七丁目 
 

問80 近鉄大阪線の関屋駅があるのは、次のうちどの地区でしょうか。 

(1)関屋  (2)穴虫  (3)田尻  (4)関屋北二丁目 
 

問81 穴虫にある香芝市総合プール東側に開発された住宅地「晴実台」には３つの公園が設置され、それぞれ

花の名前が付けられています。次の公園名のうち、存在しないのはどれでしょうか。 

(1)もみじ公園  (2)つつじ公園  (3)さくら公園  (4)すみれ公園 
 

問82 二上山博物館の初代館長であり、現在も名誉館長を務めていただいている考古学者は、次のうち誰でし

ょうか。 

(1)石野博信  (2)白石太一郎  (3)和田 萃
あつむ

  (4)塚口義信 
 



問83 香芝市市民図書館の図書館要覧2016によると約22万余冊ある図書蔵書のうち、一般書が約65%を占め

ています。それでは、地域資料はどれくらい揃えられているでしょうか。 

(1)約１．７％  (2)約２．７％  (3)約３．７％  (4)約４．７％ 
 

問84 香芝市内の毎年行われているお祭りの組合せで、誤っているのはどれでしょう。 

(1)毎年７月９日－板仏－狐井－福応寺   (2)毎年７月10日－金比羅祭－下田東－金比羅 

(3)毎年９月９日－宵宮－今泉－志都美神社 (4)毎年１月10日－戎祭り－北今市－戎神社 
 

問85 平成28(2016)年７月１日に香芝市に消費生活センターが開設されました。次のどの建物内に設置されて

いるでしょうか。 

(1)エコール・マミ  (2)じゃんぼスクエア香芝  (3)香芝市総合福祉センター  (4)香芝市役所 
 

問86 平成28(2016)年12月１日現在、香芝市内にはガソリンスタンドが30箇所営業されています。そのうち24

時間営業しているガソリンスタンドは、何箇所あるでしょうか。 

(1)４箇所  (2)６箇所  (3)８箇所  (4)10箇所 
 

問87 籏尾池と分川池は聖徳太子が造ったと伝わるため池です。法隆寺の聖霊院前鏡池の横に大きく「籏尾分

川」と刻まれた石の手水屋があり、その南隣には有名な歌の碑が建っています。誰の歌碑でしょうか。 

(1)会津八一
や い ち

  (2)聖徳太子  (3)正岡子規  (4)在原業平
ありわらのなりひら

 
 

問88 市役所南側の今池親水公園で毎年12月に行われる光と音の祭典「冬
と う

彩
さい

」は、香芝市の新しい文化として

根付いてきました。この催しが始まったのはいつでしょうか。 

(1)平成13(2001)年  (2)平成15(2003)年  (3)平成17(2005)年  (4)平成19(2007)年 

問89 香芝市内には、警察署、交番及び駐在所合わせていくつ設置されているでしょうか。

(1)４カ所 (2)５カ所 (3)６カ所 (4)７カ所

問90 国の法律にあたる香芝市の条例は、平成28(2016)年４月１日現在、何本制定されているでしょうか。

(1)142本 (2)152本 (3)162本 (4)172本

問91 認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持って

いる施設です。香芝市の市立認定こども園は、平成29(2017)年度からスタートします。どの幼稚園で始まる

でしょうか。

(1)五位堂幼稚園と関屋幼稚園 (2)下田幼稚園と鎌田幼稚園

(3)二上幼稚園と旭ケ丘幼稚園 (4)志都美幼稚園と三和幼稚園

問92 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「悠久
ゆうきゅう

の光」が誕生しました。原料米の品種は、次のうちどれでしょうか。 

(1)ヒノヒカリ  (2)コシヒカリ  (3)山田錦  (4)アキツホ(秋津穂) 
 

問93 香芝市の人口は、平成27(2015)年10月1日時点での推計人口は、77,774人で奈良県下39市町村中第５

位でした。それでは人口密度は何位でしょうか。 

(1)第２位  (2)第３位  (3)第４位  (4)第５位 

 

問94 平成27(2015)年度において香芝市が受理した主要な戸籍の届出で、届出の多かった順に並んでいるの

は次のうちどの届でしょうか。 

(1)出生届＞婚姻届＞死亡届＞離婚届  (2)死亡届＞出生届＞婚姻届＞離婚届 

(3)婚姻届＞出生届＞離婚届＞死亡届  (4)婚姻届＞離婚届＞出精届＞死亡届 



問95 平成23(2011)年４月、香芝市消防団に女性消防団が組織されました。平成28(2016)年12月１日現在、女

性消防団員は何名いるでしょうか。 

(1)10名  (2)12名  (3)14名  (4)16名 
 

問96 平成28(2016)年10月1日から全国の指定コンビニエンスストアで、香芝市民も住民票の写しの交付を受け

ることができるようになりました。このサービスは、住民票の写し以外にも取得できる証明書があります。次

のうちどれでしょうか。 

(1)印鑑登録証明書 (2)戸籍証明書(謄本・抄本) (3)課税(所得)証明書 (4)納税証明書 
 

問97 香芝市議会議員の定数は、何人でしょうか。 

(1)16人  (2)18人  (3)20人  (4)22人 
 

問98 香芝市の家庭ごみの収集は、市が委託した民間業者と香芝市のごみ収集車で行われています。香芝市

収集センターは、市内のどこにあるでしょうか。 

(1)西真美一丁目  (2)五ヶ所  (3)尼寺  (4)今泉 
 

問99 医療機関で妊娠が確認された後、香芝市から妊婦さんに母子健康手帳が交付されます。香芝市ではど

の窓口で交付されているでしょうか。 

(1)市民課  (2)子ども支援課  (3)子育て支援室  (4)保健センター 
 

問100 平成28(2016)年４月25日に香芝市、大和高田市、御所市、葛城市、広陵町の４市１町で構成される葛城

地域観光協議会が「葛城地域観光振興シネマプロジェクト」を立ち上げ、葛城地域を舞台にした映画の製作

を支援し、連携して映画制作に取り組むことになりました。この映画「天使のいる図書館」に主演する女優は

誰でしょうか。 

(1)小芝風花  (2)広瀬すず  (3)杉崎 花  (4)松岡茉優 



問１ 【答え】(4)流紋岩 → 黒雲母安山岩 → 角閃石安山岩 → 讃岐岩 

解説：二上山の火山活動は、中新世後期にまず流紋岩などの酸性岩の活動に始まり、黒雲母安山岩・角閃石

安山岩を噴出し、讃岐岩(サヌカイト)の噴出で終わったと考えられています。 
 

問２ 【答え】(4)香川県北部 

解説：高松市と坂出市にまたがる五色台やその付近の山頂などからも出土します。サヌカイトの名称は、ドイツ

人の地質学者ワインシェンク
W e i n s c h e n k

博士が明治24(1891)年に命名したとされる岩石名で、香川県の旧国名に因

んでいます。一説には同じドイツ人地質学者ナウマン博士(ナウマン象の命名者)が明治18(1885)年に学

会にこの名を提唱し、それを受けてワインシェンク博士が命名したとも言われています。 
 

問３ 【答え】(2)桜ヶ丘第１地点遺跡（穴虫） 

解説：昭和50(1975)年、県内で初めて本格的な旧石器時代の発掘調査が行われた記念すべき遺跡です。ナイ

フ形石器や削器などの旧石器時代の石器が出土しましたが、完成された石器はそう多くありませんでし

た。しかし、素材の段階の剥片、石核、製作途中で生じる砕片や製作道具であるハンマーなどが多数出

土しており、これはサヌカイトの原産地にある遺跡としての特徴を示すものでした。 
 

問４ 【答え】(4)フタエマブタノ美しい山 

解説：『オシリス、石の神』(吉増剛造1984／思潮社)より 

ヒサカタノ 天二上
アメフタカミ

ノ 男獄
ヲノカミ

ノ陽面
カゲトモ

ニ 浮ク舟ノ 滾
タギ

チノ水面 女獄
メノカミ

ノ陽面
カゲトモ

ニ 響
ユラ

ク陽ハ 落チ

激
タギ

ツ 栢
カヤ

生ウ塚穴、草群レニ埋
イ

ケラレタ魂
タマ

、呼ブ無為ノ韻
ヒビキ

 暁
アカトキ

ノ音
ト

 聞ケバ フタツナル山、

ヒトツナル谷、古魂
フルコト

ノ麓ニ降リ来タリ… 美しい山、フタエマブタノ美しい山、眶
マブタ

ハ閉ジラレテ 

美しい山、雙
フタツ

瞳ノ ホンノスコシダケ 見惚
ミ ト

レテイルアイダ 我ニカエルマデ 言葉ニ 書キ

留メラレテ 手ハ動キツヅケル 逆シマニ 手ハ傷ツキツヅケル 
 

問５ 【答え】(4)473.9ｍ 

解説：国土地理院では、三等三角点(点名：女岳 標高473.9ｍ)となっています。雄岳は写真測量による標

高点517ｍ、と整数で表されています。 
 

問６ 【答え】(2)約３㎞ 

解説：二上山駅から二上山上ノ池横登山口まで約800ｍ。そこから雄岳山頂までは約2.1㎞あります。葛城市の

二上神社口駅からの登山コースは、二上山駅からのコースより距離が若干短いですが、やや急峻です。 
 

問７ 【答え】(1)サクラソウ 

解説：サクラソウはウメとともに大阪府の府花に指定されていますが、野生の群落は国内では珍しくなってきて

いて、主に園芸植物となっています。 
 

問８ 【答え】(3)昭和26(1951)年 

解説：国の天然記念物制度は、大正８(1919)年に制定された「史蹟名勝天然紀年物保存法」によって始まり、昭

和25(1952)年に「文化財保護法」に引き継がれ千件余りが指定され、うち75件が特別天然記念物に指定

されています。奈良県の天然記念物制度は、同法の施行を契機に始まりました。 
 

問９ 【答え】(1)２つ 

解説：この地下壕は、朝鮮人労働者も多数動員されて掘削されました。東壕(総延長約800ｍ)と西壕(総延長約

925ｍ)とがありますが、西壕については防衛省の文書でも掘削目的が不明です。現在の東壕には京都

大学防災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ています。 
 



問10 【答え】(4)昭和49(1974)年 

解説：屯鶴峯駅は、昭和12(1937)年に大阪鉄道の本線臨時駅として設置されました。大阪鉄道は昭和18(1943)

年に関西急行鉄道に吸収合併され、翌年、南海鉄道も吸収合併されて近畿日本鉄道となりました。（昭

和22(1947)年に南海電気鉄道が分離）。昭和20(1945)年に河堀口駅・応神御陵前駅・橿原神宮西口駅と

ともに休止駅となり、昭和49(1974)年に応神御陵前駅・誉田八幡
こ ん だは ち まん

駅とともに廃駅となりました。 

 

問11 【答え】(4)石上
いそのかみ

神宮(天理市) 

解説：仁徳天皇即位87(388?)年１月、婚礼を控えた黒媛を弟の住吉仲皇子に寝取られたうえ、殺害されそうにな

りました。大坂で少女に敵の待ち伏せを知らされ、命からがら石上神宮まで逃げ延びました。そこでもう

一人の弟である水歯別命
みずはわけのみこと

(後の反正
はんぜい

天皇 )に住吉仲皇子を討伐させ、履中天皇即位元 (400?)年に

磐余稚桜宮
いわれのわかざくらのみや

(桜井市)で即位しました。 
 

問12 【答え】(3)７月７日 

解説：『日本書紀』には垂仁天皇即位７(-23?)年秋７月７日の出来事として記されています。また、『続日本記』に

天平６(734)年７月７日、聖武天皇が宿禰と蹶速の故事に因み七夕の日、全国の相撲人を集めて相撲を

取らせたとあり、このことが相撲節会
す まいのせちえ

の宮中行事の始まりとされています。 

垂仁天皇七年秋七月己巳朔乙亥、左右奏言「當麻邑、有勇悍士、曰當摩蹶速。其爲人也、强力以能毀角申鉤、恆

語衆中曰『於四方求之、豈有比我力者乎。何遇强力者而不期死生、頓得爭力焉。』」天皇聞之、詔群卿曰「朕聞、

當摩蹶速者天下之力士也。若有比此人耶。」一臣進言「臣聞、出雲國有勇士、曰野見宿禰。試召是人、欲當于蹶

速。」卽日、遣倭直祖長尾市、喚野見宿禰。於是、野見宿禰、自出雲至。則當摩蹶速與野見宿禰令捔力。二人相

對立、各舉足相蹶、則蹶折當摩蹶速之脇骨、亦蹈折其腰而殺之。故、奪當摩蹶速之地、悉賜野見宿禰。是以、其

邑有腰折田之緣也。野見宿禰乃留仕焉。 
 

問13 【答え】(4)大坂山口神社(逢坂・穴虫) 

解説：大坂山口神社は、『延喜式
え ん ぎ し き

』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。山口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14 【答え】(2)大泊瀬稚武尊
おおはつせのわかたけのみこと

 

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ての葛城地域に君臨した古代王朝を支えた

有力豪族でした。安康天皇３(456)年、天皇は自分が暗殺した大草香皇子
お お く さ かの お う じ

の遺児・眉輪王
ま ゆ わ お う

(当時７歳)に刺

し殺されました。葛城円
かずらきのつぶら

がすぐに眉輪王を屋敷に匿
かくま

い、大泊瀬稚武尊(後の雄略天皇)の軍に包囲され

てもなお眉輪王の引渡しを拒否すると、屋敷に火を放たれ眉輪王らとともに葛城氏は滅亡しました。 
 

問15 【答え】(1)崇神天皇 

解説：第10代崇神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

が北陸遠征していました。武埴に縁のある

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

の占いによっ

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たとされています。 
 

問16 【答え】(2)芝山(柏原市) 

解説：箸墓に使われた石の一部は、調査の結果、芝山(112ｍ・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㎞ほど西)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17 【答え】(1)田原本街道 

解説：田原本街道は、関屋峠から関屋－旭ヶ丘－畑之浦－高－上牧町を通って田原本方面に向かいます。 

伊勢街道は、関屋峠から逢坂－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。 

堺街道は、穴虫峠から穴虫－畑－磯壁－狐井－瓦口で伊勢街道と合流します。 

長尾街道は、関屋峠から穴虫－畑－葛城市加守を通り長尾神社へと向かいます。 
 

問18 【答え】(3)サヌカイト 

解説：日本鉱物科学会が第１次候補としたのは、花崗岩、輝安鉱、玄武岩、黒曜石、桜石、讃岐岩(サヌカイト)、

自然金、水晶、トパーズ、ひすい、無人岩の11候補でした。これに、会員及び非会員から提案された11候

補を加えた22候補が再検討されました。そして絞り込まれた花崗岩、輝安鉱、自然金、水晶、ひすいの５

種類をインターネット投票にかけ、上位２候補となった水晶とひすいの決選投票で、ひすいが選ばれまし

た。 
 

問19 【答え】(4)山口古墳 

解説：山口古墳は、王寺町畠田
はたけだ

から北今市地区の竹田川北側までの志都美丘陵(旭ヶ丘ニュータウン３号公

園)にある古墳の一つで、墳丘は、径10ｍ、高さ2.5ｍの円墳と考えられています。以前は南南西に開口

していた石室を見ることができましたが、現在は保存のため埋められています。 
 

問20 【答え】(3)約140ｍ 

解説：狐井城山古墳は、馬見古墳群最後の古墳で香芝市内最大の前方後円墳です。前方部を北に向けており、

全長約140ｍ、後円部径85～90ｍ、前方部幅約110ｍ、周濠の幅約18ｍで埴輪や葺石が出土しています。

中世の国人・岡氏が城砦に使っていたため「城山」と呼ばれました。被葬者については葛城氏一族説や

武烈天皇説(現・武烈天皇陵の治定は、宮内庁自らが誤っている可能性を認めています。)があります。 
 

問21 【答え】(1)夾紵棺
きょうちょかん

 

解説：平野塚穴山古墳の被葬者は、収められていた棺からも明日香村の高松塚古墳(漆塗木簡)よりもさらに位

の高い人物であったと考えられています。同村にある天武・持統陵古墳(野口王墓
のぐちのおうのはか

)にも使われていた夾

紵棺は、当時においては最高級の棺とされ、布で漆を貼り固めて作られています。 
 

問22 【答え】(1)片岡利盛 

解説：『大乗院寺社雑事記』と呼ばれている興福寺大乗院門跡尋尊
じんそん

大僧正の日記に「片岡雲門寺蔵主八十二

歳入滅、当国天魔三人之内也」と片岡氏の系図にみる片岡太良利盛が死去したことが書かれています。

「入滅」は、高僧の死を意味しますが、片岡氏は雲門寺跡地に片岡城を築いていたと考えられ、明応７

(1498)年に片岡利持が畠山尚順により自害に追い込まれて惣領家は断絶しました。現在、上牧町下牧に

ある片岡城跡は、王寺町あたりの縁者であった片岡国春が再興したものです。 
 

問23 【答え】(3)鹿島神社(下田西一丁目) 

解説：鹿島神社の氏子の宮座である結鎮座の渡御
と ぎ ょ

の儀式は、座衆の中の年長者10名による｢十人衆｣が、

頭屋
と う や

(祭礼執行責任者)の家から列を作り、鹿島神社にお参りして神様を迎え、頭屋の家に戻って祭

事が厳かに行われます。 
 

問24 【答え】(1)江戸時代 

解説：威奈大村骨蔵器は金銅製の中央やや下寄りで蓋
ふた

と身を合わせた球形の容器で、昭和��(1955)年に国

宝に指定されました。江戸時代の明和年間(約250年前)に偶然発見されました。四天王寺所蔵です

が、京都国立博物館に寄託されており、二上山博物館ではその精巧なレプリカが展示されています。



問25 【答え】(1)越後国 

解説：『続日本紀』では大村は、「猪名真人大村」と表記され、越後守(越後国司)であったとされています。墓誌に

よると威奈大村は、たいへん思いやりのある政治を行っていましたが46歳で亡くなり、遺骨は大和に持ち

帰られ、葛下郡里狛井山崗(穴虫馬場)に帰葬されたとあります。 
 

問26 【答え】(2)高田良信 

解説：選択肢の４人はともに現職・元職の法隆寺管主(山主)で、大野可圓氏は126世管主、枡田秀山氏は127世

管主、高田良信氏は128世管主、大野玄妙氏は現職の129世管主です。 
 

問27 【答え】(4)肩岡池 

解説：『日本書紀』推古天皇15(607)年の条に、この冬、倭 国
やまとのくに

に高市
た け ち

池・藤原池・肩岡池・菅原池を作る。

山背国
やましろのくに

に、大溝
おおうてな

(用水路)を栗隈
くりくま

に掘る。また河内国に戸刈池、依網
よ さ み

池作る。とあります。肩岡池

を、王寺町本町四丁目にある芦田池にあてる説もあります。 
 

問28 【答え】(3)岡弥二郞 

解説：中世に岡氏は、岡郷(畑・磯壁・良福寺・狐井・下田・逢坂など)を支配していました。戦国時代の永禄年間

(1558-1569)、岡因幡守は松永久秀(弾正
だんじょう

)の重臣でした。元亀年間(1570-1572)には松永とともに信長か

ら離反します。その後の岡周防守は、松永方から筒井順慶に付き信長の配下に入りますが、人質の要

求を断ったことから(という説があります)天正２(1574)年に信長に攻め入られ、同８(1580)年に弥二郞は自

害します。 
 

問29 【答え】(2)松永久秀 

解説：片岡城は片岡春利の代の永禄12(1569)年、当時信貴山に城を構えて大和を侵攻していた松永久秀(松永

弾正)に攻められて奪取・奪還があったようですが、ついには落城し、城は松永の手に落ち、松永の支城

になりました。 
 

問30 【答え】(4)松永久秀 

解説：永禄12(1569)年に松永が片岡春利と対峙したとき、この城を利用したのではないかとされていますが、定

かではありません。城跡は、関屋駅から2.5㎞を登った通称「城ヶ峰」(256ｍ)と呼ばれる山頂にあります。 
 

問31 【答え】(3)興福寺 

解説：明治４(1871)年11月22日、既設の奈良県や県名を称えたばかりの大和国内の各藩の諸県は廃止され、大

和国全域を管轄する奈良県が成立し、県庁が興福寺一乗院に置かれました。初代の県令(現在の知事と

同義)には、旧五條県知事の四条隆平
たかとし

が着任しました。香芝の大部分は４カ月余り郡山県に、また、鎌田

だけが壬生県(現・栃木県)に属しました。 
 

問32 【答え】(2)平
なら

した土地の意味で、奈良はかつて「平城
な ら

」と書かれていた。 

解説：これは、民俗学者の柳田国男の説ですが、現在の各種地名辞典や郷土史の書でとりあげられており、最

もよく目にする説です。柳田が『地名の研究』において論じています。残りの説は、否定されているもので

はありませんが、(4)の韓国語説は、かなり無理があるように考えられています。 
 

問33 【答え】(4)虎列剌
こ れ ら

 

解説：明治12(1879)年頃、日本全国にコレラが爆発的に流行しました。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、国内においてはこの年の９月時点で76,597人が死亡

したと発表されています。 

 



問34 【答え】(2)下田東三丁目 

解説：山崎神社は香芝市の下田東三丁目、通称「山崎」に鎮座しています。国道165号を東へ脇道を80ｍほど入

ると鳥居があり、その背後には西真美の住宅地が広がっています。南方の農地が土地区画整理事業で

開発され「すみれ野」という住宅地になっています。新町名には「山崎」や「藤ノ木」という名も候補に挙がっ

ていました。この二つは、住宅地内の公園や橋の名称に採用されています。 
 

問35 【答え】(4)志都美神社(今泉) 

解説：志都美神社の社殿背後に広がる小椎
コ ジ イ

(円椎
ツブラジイ

)の優勢な森(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。 
 

問36 【答え】(1)一休 

解説：慶応２(1866)年、僧都850年遠忌に際して著された『恵心僧都絵
え し ん そ う ず え

詞伝
ことばでん

』に「僧都の幼名を古鈔には千菊丸

と号す」とあります。一休は、千菊丸～周建～宗純～一休と名を変えたそうです。法然は「勢至丸」、親鸞

は「松若丸」、沢庵はよくわかっていません。 
 

問37 【答え】(2)夏 

解説：源信生誕伝説がある良福寺地区の阿日寺では、７月10日を恵心忌として法要が営まれますが、恵心堂の

ある比叡山延暦寺では６月10日に恵心講が営まれます。明治期の俳人松瀬青々
せいせい

の句「涼しげに たつる

蓮華
れ ん げ

や 源信忌」のように源信忌(恵心忌)は、夏の季語ともなっています。 
 

問38 【答え】(1)良源 

解説：良源は、平安時代の天台宗の僧で慈慧
じ え い

大師。元三
がんざん

大師とも呼ばれています。良源に師事した僧都は15歳

で八講師に任ぜられましたが、世の栄名を避けるように比叡山横川
よ か わ

の恵心院に隠れ、専ら著作と浄業
じょうごう

(念

仏)を行いました。このことから世に「恵心僧都」と呼ばれ、寛和元(985)年に極楽往生に関する要文をまと

めた有名な『往生要集』を著しました。 

 

問39 【答え】(1)逢坂付近 

解説：「神戸」は、現在の葛城市疋田
ひ き だ

・大畑
おばたけ

あたり。「品治」は、北葛城郡王寺町王寺あたり。「高額」は、葛城市

染野
そ め の

あたり。「賀美」は、市内上中
かみなか

あたり。「蓼田」は、大和高田市高田あたり。「當麻」は葛城市當麻あた

りであったと『大和志料』などに見えますが、確定されたものではありません。 
 

問40 【答え】(4)堺街道 

解説：別名「商い地蔵」。磯壁集落の中ほどにある小堂に祀られており、正直者の豆腐屋を繁盛させたという民

話になっています。この小堂の前を通る東西道は中・近世以降の堺街道になります。この街道は穴虫峠

を越え、穴虫・畑・磯壁・狐井・五位堂を経て、瓦口で下田方面からの伊勢街道に合流します。 
 

問41 【答え】(3)安土桃山時代 

解説：下田鋳物師は近畿地方から中部・東海地方とその活動範囲は広く、梵鐘などに多くの優品が知られ、重

要文化財２件、長野県・岐阜県等で９件が県指定文化財となっています。対して五位堂鋳物師は安土桃

山時代頃に台頭してきました。その後、「杉田家」「津田家」「小原家」の三家が五位堂鋳物師として活躍

しましたが、現在も操業を続けられているのは「津田家」のみとなっています。 

 

問42 【答え】(3)約６倍 

解説：分川池は、約7.6ヘクタールのため池で、東京ドームグラウンド(約1.3ヘクタール)の約６倍の面積です。メ

ディアでよく使われる東京ドーム何個分(約4.7ヘクタール)では、約1.6個分となります。 



問 43 【答え】(2)下田地区 

解説：旧庁舎は、香芝駅から北へ150ｍのところに現在もありますが、入り口は閉鎖されて廃屋状態で利

用はされていません。４村合併までは下田村役場でした。新庁舎移転後は老人福祉センターとし

て、また、総合福祉センターオープン後は２年間使われていませんでしたが、シルバー人材センタ

ーの事務所として使われていた時期もありました。現在のシルバー人材センターは、旧中央公民館

(下田西二丁目)に事務所があります。 
 

問44 【答え】(4)長池(五位堂飛地) 

解説：鎌田の南にある長池を管理している五位堂農事実行組合が平成28(2016)年４月から10月までの間、ヤギ

による除草の取組みを始められました。 
 

問45 【答え】(1)爪切り 

解説：当時の牛の爪切り(削
さ く

蹄
てい

)は、農閑期に農家が飼育している牛を小学校の運動場や広場に一斉に集め、削

蹄師が牛の足を手際よく固定し、削蹄用の鎌を持って蹄
ひづめ

を削っていました。爪切りの翌日には農家と小

学校を結ぶ通学路に、今日では考えられない量の牛の糞が散乱していました。 
 

問46 【答え】(3)二上小学校 

解説：磯壁地区は昭和31(1956)年の４村合併で香芝町になるまでは、二上村に属していました。そのため二上

小学校の校区であり、遠い児童は２ｋｍ以上の道のりを歩いて通学していました。 
 

問47 【答え】(1)約３％ 

解説：昭和31(1956)年当時の宅地面積は、0.75㎢しかありませんでした。これに対し林野面積は、現在の6.13㎢

のほぼ２倍の約13㎢あり、いかに住宅開発のために山林が切り開かれたかがわかります。 
 

問48 【答え】(3)４町 

解説：上牧町、王寺町、広陵町、河合町の４町です。明治30(1897)年に行政区画として設置された当時は、香芝

町(香芝市)、高田町(大和高田市)の大部分、新庄町(葛城市)の大部分、當麻町(葛城市)で構成されてい

ました。当時の行政区画名では、下田村・五位堂村・二上村・志都美村(現・香芝市)、高田町・浮孔
うきあな

村・

磐園
いわぞの

村・陵西
おかにし

村・土庫
ど ん ご

村・松塚村(現・大和高田市)、新庄村・當麻村・磐城
い わ き

村 (現・葛城市)、上牧村(現・上

牧町)、王寺村(現・王寺町) の１町14村でした。 
 

問49 【答え】(3)近鉄下田駅 

解説：香芝市内の鉄道駅が同一名称となる場合、既存の駅名を優先し、後に設置する事業者の名称を冠するこ

とで解決してきたようです。近鉄下田駅が昭和45(1970)年に「近畿日本下田駅」から改称するときも既に

国鉄「下田駅」があったため「近鉄」を冠したようです。(昭和２(1927)年～昭和16(1941)年までは大阪電気

軌道の「下田駅」、昭和19(1944)年までは関西急行鉄道の「下田駅」でした。)また、平成16(2004)年に「ＪＲ

五位堂駅」が開業しましたが、この時も近鉄に「五位堂駅」があったため、「ＪＲ」を冠しました。なお、「ＪＲ」

が付く駅は私鉄が発達しているＪＲ西日本管内だけで、全部で８駅しかありません。 

 

問50 【答え】(4)良福寺という寺院の存在を含め、よくわかっていない。 

解説：寺名を地名に用いるような寺院は、「尼寺」→「片岡尼寺」のように相当な古刹と考えられますが、良福寺

地区にはそのような痕跡もありません。近隣では、広陵町斉音寺や三郷町惣持寺にそれぞれその名称

の寺院は残っていませんが、かつて存在していた寺院です。今後の究明に期待しましょう。 
 

 



問51 【答え】(3)五ヶ所 

解説：土地の名称は、旧来から各々の地域で呼ばれている名称や住宅開発などで名付けられた名称がありま

すが、必ずしも地方自治法上の町名(字名)とは限りません。国土地理院地図にあり、町名でないものを

例示すると、桜ヶ丘(田尻・穴虫)、皐
さつき

ヶ丘(関屋)、鶴峰荘(関屋・穴虫)、瑞宝園(関屋・穴虫)、三角
み か ど

(上中)、

畑之浦(今泉)、下之寺
し も ん て ら

(今泉)、新屋敷(尼寺)があり、未掲載でも祇園荘(関屋北四丁目)、五月ヶ丘(穴虫)、

日生香芝南住宅(磯壁四丁目)、赤坂(良福寺・磯壁六丁目)などがあります。 
 

問52 【答え】(1)下田村 

解説：明治６(1873)年に政府が府県ごとに「里程元標
りていげんぴょう

」を設置させて府県毎の起点・終点とさせ、主要な別の元

標までの里数を表示していました。大正８(1919)年の旧道路法で、各市町村にも道路元標を１つずつ設

置することとなり、役場の前や主要道路の交差点に設置されていきました。現存する下田村のものは、下

田東四丁目の下田橋東詰に設置されていたものを、ＪＲ香芝駅前北側の下田地区公民館前に保存のた

めに移設されたものです。 
 

問53 【答え】(2)各村で衆議院議員選挙の開票作業中であったため。 

解説：河内大和地震は、昭和11(1936)年２月21日午前10時７分に発生、２分以上激しい揺れが続き、奈良県で

も死者１人家屋の損壊約1,200戸などの被害が出ました。このとき、第19回衆議院議員選挙の開票作業

が行われていて、関係者を驚かせましたが開票場には直接の被害はなかったようです。 
 

問54 【答え】(4)日本消防協会表彰 

解説：「纏」とは、江戸時代「町火消し」が各組の印にするため棹の先に丸い玉の飾りを付け、馬簾
ば れ ん

を垂

らしたもの。屋根の上で火事現場を知らせる役目をもっていました。日本消防協会から纏が贈られ

るためには、消防庁長官表彰の授賞に加え全国消防操法大会への出場などの厳しい選考基準をクリ

アしなければならず、消防団において最高の栄誉とされています。香芝市消防団は、平成13(2001)

年にこれを授賞しています。 
 

問55 【答え】(4)昭和30(1955)年 

解説：昭和30(1955)年12月に志都美駅と畠田駅が設置されるまでは、王寺駅－下田駅(現･香芝駅)間に駅

はなく、志都美地区住民は王寺駅か下田駅まで歩いて行かなければなりませんでした。(1)の明治

24(1891)年は、王寺駅と下田駅が開業した年です。(2)の昭和２(1927)年に五位堂・下田駅(現･近

鉄下田駅)・二上・関屋各駅が、(3)の昭和４(1929)年に二上山駅が開業しました。 
 

問56 【答え】(3)ファミリーマート 

解説：平成25(2013)年９月13日、五位堂駅の改札を出て左側すぐのところに出店されました。駅の売店の

コンビニ化については、近鉄がファミリーマートと、ＪＲはセブン－イレブンと、関東の東急電鉄

がローソンとそれぞれ提携し、駅ナカへのコンビニ出店が進んでいます。 

 

問57 【答え】(4)約37cm 

解説：近鉄大阪線は標準軌(143.5cm)で、ＪＲ和歌山線は狭軌(106.7cm)の軌間で運行しています。近鉄南

大阪線もＪＲ線と同じ狭軌です。同じ鉄道会社で軌間が違うのは、開業時の鉄道会社が違っていた

からです。昭和２(1927)年に開業した前身の大阪電気軌道(大軌)は標準軌を採用し、昭和４(1929)

年に南大阪線で開業した大阪鉄道(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の在来線は狭軌ですが、新幹線は標準軌を採用しています。 

 

 



問58 【答え】(2)100円 

解説：香芝市の公共バスは、平成10(1998)年10月から無料で運行されてきましたが、公共施設への送迎が

目的であったため途中下車が認められていませんでした。有料であっても途中下車を求める声も多

く、また不公平感もあるため、受益者負担の観点からも有料化するとともに運行形態についてもこ

れまで検討を重ねられてきました。 
 

問59 【答え】(2)20院 

解説：小児歯科は20院ですが、口腔外科は７院、矯正歯科は９院あります。そのほか、身障者診療が23院、

車椅子診療が19院、訪問診療を行っている歯科医院は９院あります。(奈良県歯科医師会) 
 

問60 【答え】(4)500円 

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階にあります。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。利用料金の設定は、

香芝市民で65歳以上が200円、60歳以上65歳未満が300円、16歳以上60歳未満が500円、小学生から

16歳未満が300円で乳幼児は無料です。市外の人は中学生以上が800円、小学生が500円となってい

ます。 
 

問61 【答え】(1)昭和32(1957)年 

解説：昭和32(1957)年11月に五位堂小学校で給食が開始されたのが市内の小学校でいちばん早く、昭和

33(1958)年４月には下田小学校で、昭和34(1959)年９月に志都美小学校で、昭和35(1960)年10月に

二上小学校で、それぞれ給食室が完成し、開始されました。 
 

問62 【答え】(4)平成27(2015)年 

解説：奈良県での被害は、平成22(2010)年に春日山を中心に被害が出始め、平成24(2012)年には、生駒市

北部でも確認され、平成27(2015)年は、奈良市内等の市街地に近い場所、県北西部の山地や住宅地

内での被害が目立ち始めました。二上山を眺めると、薄茶色に変色したナラ枯れした部分がはっき

りと見えます。 
 

問63 【答え】(1)旭ケ丘小学校 

解説：ペットボトルのストックヤードは、旭ケ丘小学校敷地東隣にあり、ここに集められたペットボトル

を圧縮プレスした後、リサイクル業者に有償で引き取ってもらっています。プレス品質がとても良

いらしく、優良ランクで買い取られています。 
 

問64 【答え】(2)五位堂池 

解説：五位堂池は、鎌田小学校の西隣で、良福寺の千股池東側の市道を挟んだ南東側に位置するため池

で、葛城市今在家にあります。この池は、釣り堀としても親しまれています。 

 

問65 【答え】(2)香芝西中学校(高山台三丁目) 

解説：香芝西中学校は高山台三丁目の西隣で、所在地は穴虫3096番地２です。香芝中学校は磯壁一丁目

1058番地２、香芝東中学校は真美ヶ丘二丁目12番27号、香芝北中学校は旭ケ丘四丁目14番地です。 
 

問66 【答え】(4)鎌田 

解説：西村栄一氏は、昭和28(1953)年(当時は右派社会党)の衆議院予算委員会で当時の吉田茂首相が「無

礼じゃないか」と言ったことに、「何が無礼か！答弁できないのか君は！」と発言しました。これ

に首相が「馬鹿野郎」とつぶやいたのがマイクを通して議場に聞こえ、懲罰委員会にかけられ可決、

内閣不信任案も可決されたため、首相が衆議院を解散したいわゆる「バカヤロー解散」の発端とな

りました。因みに、西村眞悟・前衆議院議員(日本のこころを大切にする党)は、栄一氏の四男です。 



問67 【答え】(3)寶樹寺
ほ う じゅ じ

(五位堂四丁目） 

解説：なお、この民話を題材に香芝市民図書館ボランティアサークル「ラ・ボ」のさわる絵本「雷の約束」

が、群馬県桐生市立図書館が行っている平成27(2015)年度第９回手づくり布の絵本全国コンクー

ルで審査委員賞(新井淳一賞)を受賞されました。新井氏は群馬県生まれの世界的な織物デザイナ

ーです。なお、この問題集の表紙及び裏表紙の民話絵「きつねの井戸」が「ラ・ボ」さんの作品で

す。 
 

問68 【答え】(2)志都美の北の林 

解説：志都美地区に伝わる民話。平野
ひ ら の

から下之寺
し も んて ら

に通じる小道にあった林の中の一本松に棲みついた狸

が、夕方になると子どもたちに悪さを仕掛け、自分が悪者になって嫌われても日没までに早く子

どもたちを家に帰そうとしていた、本当は気持ちの優しい狸なのだというお話。 
 

問69 【答え】(3)23個 

解説：二上山上ノ池横登山口にある給水タンクにはスミレの花が描かれています。登山道にはドングリが

転がり、スミレの花も慎ましく咲いています。自然の樫(カシ)やスミレを身近に感じられる自然が、

ここ香芝にはあります。マンホールを見て数えるもよし、自然の樫やスミレを探すのもいいのでは

ないでしょうか。 
 

問70 【答え】(3)ヒノヒカリ 

解説：奈良県内で最も多く作付けされている水稲の品種がヒノヒカリです。この品種は「黄金晴」と「コ

シヒカリ」の組み合わせから誕生しました。平成27(2015)年産で「特Ａ」と評価された品種は、な

なつぼし、ゆめぴりか、ふっくりんこ、青天の霹靂、あきたこまち、ひとめぼれ、つや姫、はえぬ

き、コシヒカリ、なすひかり、とちぎの星、あきさかり、秋の詩、みずかがみ、ヒノヒカリ、きぬ

むすめ、さがびより、あきほなみの18種でした。 
 

問71 【答え】(3)６種類 

解説：香芝市の会計には一般会計のほか、地方自治法で定められている必置規定により「国民健康保険特

別会計」、「後期高齢者医療特別会計」、「介護保険特別会計」のほか、条例による「土地取得特別会

計」、「下水道事業特別会計」、「財産区財産特別会計」が任意に設けられています。 
 

問72 【答え】(3)89カ所 

解説：急傾斜地の崩壊警戒区域48カ所(穴虫25・上中３・下田東２・関屋３・関屋北４・田尻４・尼寺１・

白鳳台１・畑２・平野３)、土石流警戒区域41カ所(穴虫13・今泉２・関屋北14・田尻２・尼寺２・

畑４・平野４)の計89カ所が指定されています。 

 

問73 【答え】(1)公益社団法人奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

解説：災害時に建物が被災したとき罹災
り さ い

証明書の発行に必要となる家屋調査や、公共施設が被災した場合

の応急対策などを市役所と連携して行っていただくため、６月10日に「災害時における緊急対応活

動及び登記相談業務に関する基本協定」が締結されました。(2)は「災害時における奈良県市町村

相互応援に関する協定」の相手方、(3)は「災害時における指定避難所等の指定等に関する協定」の

相手方、(4)は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」の相手方で、いずれも平

成27(2015)年に締結されたものです。 

  



問74 【答え】(2)11月９日 

解説：香芝市の防火宣伝パレードは、毎年11月９日(火災通報119番をもじる)の午前中に行われています。

警察車両が先導し、消防団の消防ポンプ車両が市内２つのコースに分かれて防火啓発をアナウンス

しながら走行していきます。 

 

問 75 【答え】(3)107局 

解説：香芝市のデジタル防災行政無線は、自治会、消防団、指定避難所、公共施設などに107局が設置さ

れています。平成28(2016)年５月には自治会での無線発信訓練が行われました。 
 

問76 【答え】(4)関屋北六丁目 

解説：小ぶりの蒸気機関車で、本格的に石炭を焚いて運転されています。15人ほどを乗せ、１回６周走行

し、途中には鉄橋もトンネルも作られています。マスコミにも取上げられていますが、穴場的な行

楽地となっているようです。関屋駅下車青葉台住宅地へ徒歩700ｍの所です。駐車場はありません。 
 

問77 【答え】(3)715メートル 

解説：大阪教育大学の柏原キャンパス開校と住宅開発での人口増による新駅の設置を機に行われた曲線

改良工事で施工され、平成４(1992)年10月16日に開通した全長715メートルの複線断面の鉄道山岳

トンネルです。旧トンネルは線路とともに撤去されず、廃線となった今も残されています。 
 

問78 【答え】(3)秋季 

解説：平成27(2015)年の「きんてつ鉄道まつり」では、駅名ビンゴ大会、床下ピット探検隊、電車と綱引

き、鉄道車両部品の販売、観光特急「しまかぜ」ミニ電車コーナー、橋つくり体験コーナーなどが

行われました。このまつりは、高安車庫(大阪府八尾市)と同時に開催されています。もう一つの車

庫である塩浜検修車庫(三重県四日市市)の「きんてつ鉄道まつり in塩浜」は、春季に開催されて

いましたが、平成28(2016)年は秋季に開催されました。 
 

問79 【答え】(3)畑四丁目 

解説：畑四丁目は、昭和52(1977)年８月１日に字の区域と名称変更により大字畑の大部分が畑一丁目から

畑七丁目に整理された町名で、畑四丁目内には二上小学校、二上幼稚園、二上保育所、ＪＡならけ

ん二上支店等があります。 
 

問80 【答え】(1)関屋 

解説：香芝市の西の玄関口である関屋駅は関屋に設置されていますが、駅の南側を流れる原川のすぐ南側

は田尻の飛地であり、その南側の市道の南側は穴虫となっていて、この地区は関屋・田尻・穴虫の

地番が複雑に入組んでいます。ちなみに近鉄大阪線の五位堂駅は、瓦口にあります。 
 

問81 【答え】(4)すみれ公園 

解説：香芝市内で住宅開発をされ、開発規模に応じて緑地や公園の設置を開発者にお願いしていますが、

花の名前が付けられている公園があるのは「晴実台」だけです。他の大半は何号公園又は真美ヶ丘

の「観正山
かんしょうやま

公園」や「勘平山
かんぺいやま

公園」、すみれ野の「藤ノ木公園」のように土地ゆかりの名前が付け

られているのがほとんどです。 

 

問82 【答え】(1)石野博信 

解説：平成４(1993)年４月、二上山博物館の初代館長として考古学者で兵庫県立考古博物館長(現・名誉

館長)であった石野博信氏が就任されました。以後、平成24(2012)年３月末までの20年間、館長を

務められました。現在は、名誉館長であるとともに、博物館友の会であるふたかみ史遊会の名誉顧

問として香芝市とのご縁が続いていましたが、残念ながら平成28(2016)年にこの会は解散されま

した。 



問83 【答え】(2)約２．７％ 

解説：図書館要覧2016によると、図書蔵書217,957冊の内訳は、一般書(141,215冊・64.80％)、児童書

(62,802冊・28.81％)、ヤング書(8,049冊・3.69％、地域資料(5,891冊・2.70％)となっていて、地

域資料は児童書とともに微増傾向にあります。 
 

問84 【答え】(4)毎年１月10日－戎祭り－北今市－戎神社 

解説：北今市の戎神社で行われる戎祭りは、えびす講の十日戎として行われている祭礼です。毎年１月10

日前後の日曜日に行われていますので、必ずしも10日に行われるわけではありません。また、戎神

社ではえびす講としての秋祭りが10月に行われています。 
 

問85 【答え】(4)香芝市役所 

解説：平成28(2016)年７月１日、香芝市役所１階商工振興課内に開設されました。国民生活センターの

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム：国民生活センターと全国の消費生活センター

をネットワークで結び、消費者から寄せられる相談情報の収集を行うシステム)も導入され、今ま

で以上にきめ細かい相談体制になりました。 
 

問86 【答え】(2)６箇所 

解説：平成28(2016)年11月１日現在、西名阪自動車道香芝インター入口約１㎞内に３箇所、香芝サービス

エリア上り下りに各１箇所の計５箇所が高速道路利用者を見込んで24時間営業されています。あ

と１箇所は、逢坂八丁目で営業されています。 
 

問87 【答え】(3)正岡子規 

解説：「法隆寺の茶店に憩ひて」の前書きに続き、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」と刻まれています。こ

のとき食べた御所柿がよほど気に入ったようで、奈良で泊った宿「対山楼角定
たいざんろう かどさだ

」で「奈良の宿御所

柿くへば鹿が鳴く」「秋暮る奈良の旅籠や柿の味」の句も残しています。 
 

問88 【答え】(1)平成13(2001)年 

解説：平成13(2001)年に香芝市市制施行10周年を記念した行事を実施しようと、市民ボランティアが集ま

り、「冬彩」は産声を上げました。以来、16年にわたり持続可能な催事として市民団体である冬彩実

行委員会のみなさんによって運営されています。 
 

問89 【答え】(2)５カ所 

解説：香芝警察署、五位堂交番、志都美交番、二上交番及び関屋駐在所の５カ所です。交番は、複数の警

察官が交替勤務による24時間体制で警戒活動を行い、駐在所は、１人又は２人の警察官が単身又は

家族と駐在所に居住しながら、地域の安全を守る活動を行います。交番と派出所は同じもので、警

察法改正前の平成６(1994)年までは派出所と呼ばれていました。 

 

問90 【答え】(4)172本 

解説：憲法第94条で、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を

有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」とされています。制定されている条例は、

市のホームページで閲覧することができます。因みに法律は平成28(2016)年11月1日現在で1,960

本制定されています。 
 
  



問91 【答え】(2)下田幼稚園と鎌田幼稚園 

解説：香芝市が始める認定こども園は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ幼保連携

型です。認定こども園はこの他に、 

(1)認可幼稚園が保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす幼稚園型 

(2)認可保育所が幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす保育所型 

(3)幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能

を果たす地方裁量型 があります。 
 

問92 【答え】(1)ヒノヒカリ 

解説：耕作放棄地は、遊休農地とも呼ばれることもあります。「悠久の光」は、語呂を「遊休」と「悠久」

にかけて農業委員会が命名しました。平成25(2013)年に遊休農地を借りて18名の農業委員が稲作

をし、収穫米で醸造されて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)

年中に発売されました。 
 

問93 【答え】(3)第４位 

解説：香芝市の人口密度は１㎢あたり3,200.2人。大和高田市(3,935.4人)、上牧町(3,598.2人)、王寺町(3,288.2

人)に続いて第４位です。以下、第５位の橿原市(3,137.7人)第６位の三郷町(2,678.2人)と続きます。

いちばん少ない自治体は上北山村の1.9人です。(平成27(2015)年国勢調査人口速報集計) 
 

問94 【答え】(1)出生届＞婚姻届＞死亡届＞離婚届 

解説：平成27(2015)年度に香芝市が受理した戸籍届出の件数は、多い順に出生届(1,004件)、婚姻届(740

件)、死亡届(619件)、離婚届(200件)でした。ここ数年、香芝市はこの順で推移していますが、全

国では死亡届がトップ(1,656,706件)で、出生届(1,493,806件)、婚姻届(1,486,119件)、離婚届(374,863

件)と続きます。(平成26(2014)年度法務省統計) 
 

問95 【答え】(2)12名 

解説：香芝市消防団は、24人の男性団員を５つの分団(第１分団：下田校区、第２分団：志都美校区、第

３分団：二上校区、第４分団：五位堂校区、第５分団：関屋校区)で組織しています。３人の正副

団長の合計123人に加え、10人の女性団員で推移してきましたが、平成28(2016)年４月に女性消防

団員が２名増え、12人になりました。 
 

問96 【答え】(1)印鑑登録証明書 

解説：コンビニ証明書交付サービスはマイナンバーカード(個人番号カード)を使ってキオスク端末(マル

チコピー機)から証明書を取得できるサービスで、休日も含めた朝６時30分～夜11時(年末年始及

びシステム点検日を除く)に市役所窓口より100円安い(200円)手数料で交付されます。 

 

問97 【答え】(1)16人 

解説：香芝の議員定数は、４村が合併した昭和31(1956)年当初は村議会議員をそのまま引継いだため60人

でしたが、翌年４月に25人になりました。昭和40(1965)年に20人になり、現在は16人となっていま

す。 
 

問98 【答え】(2)五ヶ所 

解説：昭和46(1971)年11月、五ヶ所に焼却場が建設されました。焼却施設はその後昭和57(1982)年７月に

香芝・王寺環境施設組合「美濃園」(尼寺)が操業開始されたことにより、廃止されました。 
 



問99 【答え】(4)保健センター 

解説：母子健康手帳は、昭和17(1942)年の妊産婦手帳から始まりました。妊娠期から乳幼児期までの健康

に関する重要な情報が、一つの手帳で管理されます。 
 

問100 【答え】(1)小芝風花 

解説：小芝さんは、映画「魔女の宅急便」で主役を演じ、ブルーリボン賞新人賞を受賞し、ＮＨＫ連続テ

レビ小説「あさが来た」や、テレビドラマ「早子先生、結婚するって本当ですか？」などにも出演。

この映画は、小芝さん演じる新人司書(吉井さくら)が老夫婦の願いを叶えるために地域のことを勉

強し、奮闘しながら成長していく姿が描かれています。 



香芝町が誕生するまでの変遷 

年 月(日) 出来事 

慶応４(1868)年 １月21日 大和鎮台を設置 

２月１日 大和鎮台を大和国鎮撫総督府と改称 
 大和国内の旧幕府領に対しての行政・司法・軍事機関 

５月19日 高取藩預かり所、奈良奉行所及び133カ所の代官所、旗本、神社、寺院社家管理領等
を奉還する。 
三治の制(府・藩・県) 
大和国鎮撫総督府を廃し、「奈良県」を設置 
 旧幕府領と旧旗本領、寺社朱印地 
諸藩領はそのままで県と藩が併存 
 郡山(15.1万石)・高取(2.5万石)・小泉(1.1万石)・櫛羅(1万石)・ 
芝村(1万石)・柳生(1万石)・柳本(1万石)・田原本藩(1万石) 
及び津・久居・和歌山・壬生・大多喜の各藩 
 藩には徴税権と軍事権が付与されていた。 

 逢坂村(幕府領)、瓦口村・別所村(旗本水野家の知行地)→奈良県 
鎌田村→壬生藩(染野村・野口村・池田村) これ以外の村→郡山藩 

７月29日 「奈良県」を「奈良府」に改称 

９月８日 明治と改元(慶応４年１月１日に遡って適用。一世一元の制・即日改元) 

明治２(1869)年 6月17日 諸藩主の版籍奉還を許し、従来の藩主を知藩事に任命 

7月17日 奈良府を奈良県と改称 

明治３(1870)年 2月27日 五條県を新設 宇智・吉野両郡と河内国石川郡・錦部郡、紀伊国伊都郡 

明治４(1871)年 １月 寺社領を没収し、府・藩・県の管轄とする。 

7月14日 廃藩置県(府・県 二治の制)の詔書：３府302県 
奈良・五条、 郡山・高取・小泉・櫛羅・芝村・柳生・柳本・田原本の大和八藩及び
津・久居・和歌山・壬生・大多喜の各藩も県となる 

11月22日 全国の県を改廃。３府72県とし府知事・県令を設置。第1次府県統合 
 奈良県、五條県と旧藩の13諸県を廃止し、奈良県を設置。 
県内を添上・添下・平群・山辺・式上・式下・十市・宇陀・高市・広瀬・葛上・葛下・
忍海・宇智・吉野の15郡に分け統轄する。 

明治５(1872)年 ５月 奈良県を15大区(旧15郡)199小区とする。小区は千石程度とする。 

 葛下郡は第10大区16小区となる。 

奈良県管轄の香芝市域 
・第10大区２小区 北今市・今泉・平野・高・上里・中筋・畠田村 
・第10大区４小区 逢坂・穴虫・関屋・田尻村 
・第10大区５小区 磯壁・畑村 
・第10大区６小区 別所・瓦口・狐井村 
・（不詳）五位堂・良福寺・鎌田・下田・五ヶ所村 

11月～ 大区の事務所として会議所を設ける 

明治７(1874)年 10月 会議所条例により10大区に編成 
 香芝を含む葛下郡の北部・平群郡・広瀬郡・式下郡は龍田の第３会議所(第３大区)
に属する 
奈良県管轄の香芝市域 
・第３大区９小区 別所・瓦口・五位堂・良福寺・鎌田・狐井・下田・五ヶ所村 
・第３大区10小区 北今市・逢坂・穴虫・関屋・田尻・磯壁・畑・今泉・平野村 
・第３大区11小区 高・上里・中筋・畠田村 

明治９(1876)年 ４月18日 府県統合政策により奈良県が堺県に合併される 

12月 堺県管轄・大和国は５大区24小区に改編 
・大和国第２大区４小区 北今市・今泉・平野・高・上里・中筋・畠田村 
・大和国第４大区１小区 別所・瓦口・五位堂・良福寺・鎌田・狐井・下田・五ヶ所・
逢坂・穴虫・関屋・田尻・磯壁・畑村 

明治11(1878)年 ７月22日 郡区町村編成法を公布 地方行政区の再編成 
 府・県(府知事・県令)─郡(郡長)─町村(戸長)の行政組織 

明治13(1880)年 ４月 大和に奈良町・三輪町・御所町・五條町に郡役所を設置 



御所町に高市・葛上・葛下・忍海郡の郡役所部を置き、７つの連合戸長役場を配置 

香芝全域の村は、王寺・藤井・上牧・下牧・加守村とともに第3連合戸長役場(葛下郡
のうち22村)に編成される。下田村真宗寺内に戸長役場を開設 

明治14(1881)年 ２月７日 堺県が廃止され大阪府に合併 大阪府は摂津・河内・和泉を重視する政策を展開 

大阪府管轄 
・下田村・五ヶ所村連合戸長役場 
・各村戸長役場 

明治17(1884)年 ７月１日 区町村会法(明治13年制定)の改正により戸長役場の管理区域拡大 
高市・葛上・葛下・忍海郡の郡役所部内に47の戸長役場を置く 

明治17(1884)年 

～ 

明治21(1888)年 

 大阪府管轄 

・第39戸長役場 五位堂村、瓦口村、良福寺村、別所村、鎌田村 

・第41戸長役場 穴虫村、関屋村、畑村、田尻村、磯壁村 

・第42戸長役場 下田村、北今市村、逢阪(坂)村、五ヶ所村、狐井村 

・第44戸長役場 上里村、中筋村、高村、畠田村、平野村、今泉村 

番号での呼称は不評で、やがて戸長役場の置かれた村名をとって、それぞれ五位堂村

外４か村戸長役場、穴虫村外４か村戸長役場、下田村外４か村戸長役場、上中村外４

か村戸長役場と呼ぶようになる。 

明治20(1887)年 11月４日 奈良県が大阪府から独立 

12月１日 奈良県が開設される 

 上里村と中筋村が合併。上中村となる？ 

明治21(1888)年 ４月25日 市制・町村制公布 

明治22年(1889) ４月１日 市制・町村制の施行 
大々的な町村合併が行われ、奈良県では183町1306村が10町※152村(142村２組合村)
となり、葛下郡は75村が１町13村１組合村となる。 
合併の基準 
500戸程度、地形や人情を参考にし、町村名は歴史的なものを用い民情に配慮する。 
※10町(奈良町、高田町、郡山町、八木町、今井町、五條町、御所町、田原本町、

松山町、上市町) 
葛下郡五位堂村、瓦口村、良福寺村、別所村、鎌田村 
→五位堂村(大字五位堂／初代村長・小川文五郎) 

葛下郡穴虫村、関屋村、畑村、田尻村、磯壁村 
→二上村(大字畑／初代村長・吉田久一) 

葛下郡下田村、北今市村、逢坂村、五ヶ所村、狐井村 
→下田村(大字下田／初代村長・西島伊一郎) 

葛下郡上中村、高村、畠田村、平野村、今泉村 
→志都美村(大字今泉／初代村長・牧浦治平) 
 五位堂村：他村より人口が多く、中心的存在であった。 
 二上村：二上山から命名される。 
 下田村：下田あたりが交通の要衝であった。 
 志都美村：今泉村の志都美神社から命名される。 

明治23年(1890) ５月 府県制を公布 

明治30年(1897) ４月１日 県内15郡を10郡に統廃合 
 葛下郡・広瀬郡を併せ北葛城郡が発足 

８月１日 郡制を実施 
 各郡に郡役所を置く 
北葛城郡(郡役所：高田町)─１町19村 
葛下郡(１町14村) 
   現香芝市(五位堂村・二上村・下田村・志都美村) 
   現大和高田市(高田町・浮孔村・磐園村・陵西村・土庫村・松塚村) 
   現葛城市(新庄村・磐城村・當麻村) 
   現王寺町(王寺村)、現上牧町(上牧村) 
広瀬郡(５村) 
   現広陵町(瀬南村・馬見村・百済村・箸尾村)、現河合町(河合村) 
＊大正15年7月1日郡役所廃止 以降は地域区分名称となる 



 大正12年：新庄村→新庄町 
大正15年：王寺村→王寺町 
昭和２年：箸尾村→箸尾町、土庫村・松塚村が高田町に編入 
昭和16年：浮孔村・磐園村が高田町に編入 
昭和23年：高田町→大和高田市 
昭和28年：馬見村→馬見町 
昭和30年：瀬南村・馬見町・百済村→広陵町 
昭和31年：五位堂村・二上村・下田村・志都美村→香芝町 
     磐城村・當麻村→當麻村、箸尾町が広陵町に編入 
     陵西村が大和高田市に編入 
昭和41年：當麻村→當麻町 
昭和46年：河合村→河合町 
昭和47年：上牧村→上牧町 
平成３年：香芝町→香芝市 
平成16年：新庄町・當麻町→葛城市 

昭和24(1949)年 4月1日 下田村・二上村(當麻村加守・丸柏を含む)・志都美村・五位堂村組合立香芝中学校(現
香芝中学校)が開校 

昭和28(1953)年 10月1日 町村合併促進法施行 関係町村間に審議会を設置 

昭和30(1955)年 ９月頃～ 下田村・二上村・志都美村・五位堂村で合併の動き活発化 

昭和31(1956)年 ２月 基本方針がまとまる 

合併の基本方針 

 ○発足時期 昭和31年４月１日とする。 

○合併する村 五位堂村・下田村・二上村・志都美村の四か村 
・當麻村大字加守・丸柏地区は加わりたいとの希望があったが、法的には実現できず。
また、二上村の一部には當麻村へ編入したいという動きがかなり強くみられた時期
もあったとされる。 

○合併の形態 対等合併 

○町名 香芝町 

○庁舎の位置 当分旧下田村役場を仮庁舎とする。ただし財政の都合をみてなるべく速やかに新庁舎

を近鉄下田駅周辺の便利なところに建設する。 

○支所 向う１年間は、他の旧三か村役場を支所とする。 

○町長・職員 初代町長は旧下田村長田中國太郎氏とする。旧各村助役以下全職員を新町に引継ぐ。 

○町議会議員 法定により新町発足後１年間は、旧村各議員が在任。 

○財産・負債 何れも現状のまま、白紙で新町に帰属する。 

町名論争 ２月28日、四か村合併促進協議会において下田村は「下田」、五位堂村は「香芝」「恵

心」、志都美村は「香芝」「大和
だ い わ

」を二上村は「二上
にじょう

」を主張するも決まらず、現村名 
を用いないということで「大和」と「西和」に絞り「大和」に決定。 
３月11日、四か村村長議長による財政状況の審議会において「大和」の町名を白紙に
戻し、香芝中学校関係諸村として「香芝」に変更決定。 
３月12日、緊急臨時村会を招集し、町名「大和」を「香芝」に改名する議決を得る。 

｢香芝｣の由来 この名は、広く一般から公募し、当時の県視学中川良秀氏らによって命名されました。
「香芝」は、香芝中学校がある小字「香の池尻」の俗称地名「カマシバ」の転訛の説
が有力で、大字の「鹿島」があったことや下田の鹿島神社の鎮座する「鹿島」との間 

に小字「鹿島前
カシママヘ

」があったことや、これが、「カマシマヘ」と訛り、音節の転倒によ 

って「カマシバ」・・・「コウノシバ」「香の芝」となったのだと考えられています。 

調印式 ３月13日、下田村役場会議場にて県地方課長立会いの下、四か村の村長、議長が同席

して調印式を行う。 

4月1日 香芝町が町制施行 

参考文献：香芝町史、奈良県政70年史、奈良県の歴史(県史29)＜山川出版社＞、全集日本の歴史第13巻文明国を目指して＜小学館＞ 

ホームページ：香芝市/香芝の沿革、奈良県/平成27年度統計年鑑、総務省/地方自治制度 
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12市の成立時期と前身自治体 

市 市制施行年月日 前身自治体 

奈良市 明治31年２月１日 添上郡奈良町を奈良市とする。１市18町142村 

大和高田市 昭和23年１月１日 北葛城郡高田町を大和高田市とする。 

大和郡山市 昭和29年１月１日 生駒郡大和郡山町を大和郡山市とする。 

天理市 昭和29年４月１日 山辺郡丹波市
た ん ば い ち

町、二階堂村、朝和
あ さ わ

村、福住
ふくずみ

村、添上
そえがみ

郡櫟本
いちのもと

町及び磯城
し き

郡 

柳本町を廃し、天理市を置く。 

橿原市 昭和31年２月11日 磯城郡耳成
みみなし

村、高市
たかいち

郡畝傍
う ね び

町、今井町、八木町、真菅
ま す が

村及び鴨公
かもきみ

村を 
廃し、橿原市を置く。 

桜井市 昭和31年９月１日 磯城郡桜井町を桜井市とする。 

五條市 昭和32年10月15日 宇智
う ち

郡五條町、牧野村、北宇智村、宇智村、大阿太
お お あ だ

村、南阿太村、 

野原町及び阪合部
さ か あ い べ

村を廃し、五條市を置く。 

御所市 昭和33年３月31日 南葛城郡御所
ご せ

町、葛
くず

村、葛上
かつじょう

村及び大正村を廃し、御所市を置く。 

生駒市 昭和46年11月１日 生駒郡生駒町を生駒市とする。 

香芝市 平成３年10月１日 北葛城郡香芝町を香芝市とする。10市20町17村 

葛城市 平成16年10月１日 北葛城郡新庄町及び當麻町を廃し、葛城市を置く。 

宇陀市 平成18年１月１日 宇陀
う だ

郡大宇陀町、菟田野
う た の

町、榛原
はいばら

町及び室生村を廃し、宇陀市を置く。 

奈良県ホームページ統計年鑑等を参考に作成  



香芝町が誕生した当時(昭和31年4月1日)の町勢 

旧 村 名 
人口(人) 世帯数(戸) 

面積(㎞２) 議員数(人) 
(官報公示) (国調 S30) 

五位堂村（村長・瀧 井 芳 一） 

(五位堂・鎌田・良福寺・別所・瓦口) 
3,333 628 3.7 16 

下 田 村（村長・田中國太郎） 

(下田・逢坂・狐井・北今市・五ヶ所) 
4,096 795 3.7 12 

二 上 村（村長・山本甚五郎） 

(磯壁・畑・穴虫・関屋・田尻) 
4,950 965 8.6 16 

志都美村（村長・黒 松 喜 洲） 

(高・上中・今泉・平野・畠田) 
3,172 563 10.3 16 

＊畠田は、昭和 32 年 1 月 1 日に大部分が王寺町に編入され、香芝町内の畠田を尼寺と改称した。  

＊新町議会は旧村議会議員全員をもって構成され、下田小学校の旧講堂を議場とした。 

香 芝 町（町長・田中國太郎） 15,551 2,951 26.3 60 

香 芝 市(H28.11.30) 78,987 30,413 24.26 16 
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