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「親子さやま検定 2024 一般用」問題 
 

例題のように、各問題の答えとして正しいものを、A、B、C のうちから一つ選び、記号を○で囲みなさい。 

なお、問題中の「本市」とあるのは、大阪狭山市のことです。 

 

 【例題】本市は、どこの都道府県にありますか。 

A. 京都府      B. 大阪府     C. 和歌山県 

 

問１. 本市が市制をしいたのは昭和 62(1987)年ですが、何月何日だったでしょうか。 

A. 1 月 1 日 B. 4 月 1 日 C. 10 月 1 日 

   

問２.  中高野街道と下高野街道の合流点にあたる所で、東除川にかかる橋はどれですか。 

A. さやまいけはし B. さやかはし C. さやまはし 

 

問３.  本市の指定文化財になっている「木造十一面観音菩薩立像」は、どこにありますか。 

A. 東野地区 B. 池尻中地区 C. 東池尻地区 

  

問４. 「今、河内の狭山の埴田水少なし、是を以て、其の國の百姓、農の事に怠る。其れ多に池溝を開りて、 

民の業を寛めよ」という詔が記載されている歴史書は、どれですか。 

A. 古事記 B. 日本書紀 C. 続日本記 

 

問５. 現在、狭山池の湛水面積(平方キロメートル、km2）と周遊路の長さ(キロメートル、km)の組み合わせで 

正しいのはどれですか。 

A. （0.34 km2, 2.85 km） B. (0.36 km2, 2.85 km) C. (0.38 km2,2.95 km) 

 

問６.  「重源狭山池改修碑」に記されている、重源による工事期間は、どれですか。 

A. 約 2 か月半 B. 約 3 か月半 C. 約 2 年半 

 

問７.  大阪狭山市の特産農産物に「ぶどう」がありますが、土質がぶどう栽培に適していました。その土質は 

次のどれでしょうか。 

A. シルト質粘土 B. 砂質粘土 C. 礫粘土 

 

問８.  狭山池公園には、1,000 本を超えるたくさんの桜(コシノヒガン等)が植えられていますが、なかでも最も 

早く咲く、濃いピンク色の桜が、狭山池北堤の狭山池博物館近くにあります。この品種はどれですか。 

A. ヤマザクラ（山桜） B. カンヒザクラ（寒緋桜） C. カンザン（関山） 

 

問９.  狭山ニュータウンの起工式は、昭和 42（1967）年 4 月に行われました。その時のキャッチフレーズは、 

どれでしたか。 

A. 新しい太陽の丘 B. 新しい緑の丘 C. 新しい青空の丘 

 

問１０.  本市のマスコットキャラクター、さやりんの目の色と髪の色の組み合わせで正しいのはどれですか。 

A. (茶、ピンク) B. （青、黒） C. （青、ピンク） 

 

問１１.  江戸時代まで、本市は、どの国に入っていましたか。 

A. 和泉国  B. 河内国 C. 摂津国 

 

問１２. 末永雅雄博士の研究姿勢を表している言葉は、どれですか。 

A. 泰然自若（ﾀｲｾﾞﾝｼﾞｼﾞｬｸ） B. 臥薪嘗胆（ｶﾞｼﾝｼｮｳﾀﾝ） C. 常歩無限（ﾅﾐｱｼﾑｹﾞﾝ） 

 



問１３.  狭山藩が元和 2（1616）年に池尻村の陣屋を構える工事に着手しましたが、その時の藩主はだれですか。 

A. 氏宗（うじむね） B. 氏盛（うじもり） C. 氏信（うじのぶ） 

 

問１４. 狭山池北堤の築造に「敷葉工法」が使われています。使用した木は、どれですか。 

A. ウラジロガシ・アラカシ B. コウヤマキ・ヒノキ C. ツバキ・サザンカ 

 

問１５.  「ふれあいスポーツ広場」は、どこにありますか。 

A. 茱萸木 B. 半田  C. 東野 

 

問１６. 今熊にある「おわり坂」は、何に由来しますか。 

A. 江戸時代、木綿の布を針で縫い、衣服などを作っていた「御針（おはり）子」に由来する。 

B. 中高野街道の「終（お）わり」にあたる。 

C. 狭山池改修工事に従事した「尾張（おわり）衆」に由来する。 

 

問１７.  大阪狭山市文化会館（さやかホール）は平成 6（1994）年 11 月に開館しました。さやかホールの収容人数

は大ホールが 1,208 人、小ホールが 368 人で、大ホールの親子室は 2 部屋で 16 名が収容できます。小ホール

の親子室の部屋数と収容人数で正しい組み合わせはどれですか。 

A. （0 室、0 名） B. （1 室、8 名） C. （1 室、16 名） 

 

問１８.  今熊にある三都神社について、間違った記述はどれですか。 

A. 三都神社は、明治初期に廃寺となった金蔵寺の、鎮守であった。 

B. 別宮の三都戎神社は、明治時代の末に、三都神社の境内に造られた。 

C. 御祭神は、「いざなぎの尊」「いざなみの尊」「すさのおの尊」の三神である。 

 

問１９.  無量院安養山西迎寺（ｻｲｺｳｼﾞ）という融通念仏宗の寺院は、どこにありますか。 

A. 東野 B. 東池尻 C. 池尻中 

 

問２０.  本市の令和 5（2023）年度の一般会計当初予算は、およそいくらですか。 

A. 約 200 億円 B. 約 210 億円 C. 約 220 億円 

 

問２１.  本市の海抜は、最高地点で約 150 m 以上、最低地点で約 55 m 以下ですが、それぞれの場所の組み合わせで

正しいのはどれですか。 

A. （今熊、茱萸木） B. （大野台、東野） C. （大野、東野 ） 

 

問２２. 「姥ケ懐（うばがふところ）」という古い地名は、どこに残っていますか。 

A. 今熊 B. 茱萸木 C. 東野 

 

問２３. 『大阪狭山市の市章は、全体で「狭山」の「さ」、上部の山形で「山」としています。下の円に、「市民がみ

んな仲良く」という願いを込め、全体の感じとして、(  )が羽ばたくように未来に向かって大きく進む大阪

狭山市の姿を表しています。』 (  )の中に入る言葉は次のどれですか。 

 

A. 大鷹 B. 白鳥 C. 大鵬 

 

問２４.  奈良時代に狭山池の改修にたずさわった僧行基について、間違った記述はどれですか。 

A. 行基は、天平 17（745）年に朝廷より大僧正の位を与えられ、奈良の大仏建立の実質的な責任者 

を務めた。 

B. 『南無阿弥陀仏作善集』には、養老 2（718）年に行基が石棺を用いて狭山池の改修を行ったこと
が記されている。  

C. 『行基年譜』には、行基が狭山池を改修し、天平 3 年（731）に狭山池院と尼院を建てたことが 

記されている。 

 

問２５.  本市と境界線で接していない市は、どれですか。 

A. 河内長野市 B. 富田林市 C. 羽曳野市 

 

 



問２６. 本市では、10 月に秋祭りが盛大におこなわれ、秋の風物詩の一つになっていますが、元治 2 年（1865）の 

だんじりについての記録がある文書は、どれですか。 

A. 壺井家文書  B. 中林家文書 C. 吉川家文書 

 

問２７. 豊臣秀吉により小田原を追われた北条氏は後に狭山藩主になりますが、狭山藩の石高はどれほどでしたか。 

A. 約 1 万石 B. 約 5 万石 C. 約 10 万石 

 

問２８. 本市の自主的な市民活動を支援する「市民活動支援センター」は、どの施設にありますか。 

A. 大阪狭山市役所南館 B. SAYAKA ホール C. 大阪狭山市役所別館 

 

問２９.  大阪狭山市に残る、少し変わった読み方の地名に「草沢」があります。奈良県春日大社に残る、弘長 3 年

(1263)に出された「太政官符」に、奈良市興福寺に宛てた大阪狭山市付近の新田開発に関する記述で、「草沢」

を違う漢字で表現していました。その漢字とは次のどれでしょうか。 

A. 久沢 B. 久佐佐 C. 草佐 

 

問３０.  本市の市歌の作詞者は、だれですか。 

A. 中井明子 B. 中井朋子 C. 中川朋子 

 

問３１. 鎌倉時代におこなわれた狭山池の改修の様子を描いた小説、『水底の棺』の作者はだれですか。 

A. 中谷なをみ B. 中山なをみ C. 中川なをみ 

 

問３２.  狭山池の地番で、正しいものはどれですか。 

A. 狭山 1402-1 ほか B. 池尻中 1402-1 ほか C. 岩室 1402-1 ほか 

 

問３３.  大阪狭山市の市民憲章で、次のカッコにあてはまる文字で、①～③の正しい組み合わせはどれでしょうか。 

一.  思いやりの( ① )を育て、明るく楽しいまちをつくりましょう。 

一.  自然を愛し、美しく住みよいまちをつくりましょう。 

一.  健康で働くよろこびをもち、( ② )まちをつくりましょう。 

一.  教養を高め、( ③ )に満ちた文化のまちをつくりましょう。 

一.  幸せを願い夢と希望のあるまちをつくりましょう。 

 

A. （心、心静かな、理性） B. （気持ち、心大きな、知恵） C. （芽、心豊かな、知性） 

 

 

問３４. 令和 5（2023）年度における、小学校（７校）の生徒数は、およそ何人でしょうか。 

A. 約 3,000 人 B. 約 3,200 人 C. 約 3,400 人 

 

問３５.  奈良県にある蘇我馬子の墓で前方後円墳と考えられていた古墳で、末永博士の発掘調査により方形墳 

（四角いお墓）であることが分かったのは次のどれでしょうか。 

A. 高松塚古墳 B. 石舞台古墳 C. 藤ノ木古墳 

 

問３６. 本市内の 4 つの道路は、公募によって愛称がつけられています。この愛称に該当しないのはどれですか。 

A. いちょう通り B. 狭山池通り C. さくら通り 

 

問３７. 「大阪狭山市郷土資料館」は、現在、どこにありますか。 

A. 市立公民館 2 階 B. 府立狭山池博物館 2 階 C. 府立狭山池博物館 1 階 

 

 

問３８.  本市に、「札の辻」という古い地名が十数か所ありますが、何を表していますか。 

A. 神仏の守り札売り場 B. 両替商の立つ所 C. 禁制・法度の高札場 

 

 



問３９.  大阪狭山市の陶器山から大野にかけて、弘法大師の七不思議と呼ばれる場所がありました。黄金塚、 

千畳敷、梵字が原、笹なし山、船の形、大師井戸、もう一つは何でしょうか。 

A. 雉鳴き坂 B. 犬鳴き坂 C. 猫鳴き坂 

 

問４０.   宝永 3(1706)年に、「家中諸事格式」（藩士の守るべき法令）を出した、狭山藩主はだれでしょう。 

A. 氏朝 B. 氏貞 C. 氏彦 

 

問４１.  大阪狭山市における、令和 6（2024）年 1 月 31 日での 100 歳以上の男性と女性の人数の組み合わせで 

正しいのはどれでしょうか。 

A. （男性 7 人、女性 24 名） B. （8 人、23 人） C. （9 人、22 人） 

 

問４２.  本市とオンタリオ市との姉妹都市提携はいつですか。 

A. 昭和 47(1972)年 B. 昭和 48(1973)年 C. 昭和 49(1974)年 

 

問４３.  次の人のなかで、本市の有名人を正しく選んでいる記号はどれですか。 

① 末永 雅雄    ②伊原 六花   ③大江 千里  

A. ① B. ①、② C. ①、②、③ 

 

問４４.  市内には、地域で愛され、愛称で呼ばれる地蔵がいくつもあります。茱萸木地区にない地蔵はどれですか。 

A. 夜泣き地蔵 B. 牛瀧地蔵 C. おため地蔵 

 

問４５.  狭山池に流れ込む西除川の上流 2 ㎞付近で、準絶滅危惧種のヒメボタルが生息しています。ヒメボタルに

ついて、正しい記述は、どれですか。 

 

A. ゲンジボタルの幼虫は水生であるが、ヒメボタルの幼虫は、陸生である。 

B. ヒメボタルのメスは、オスよりよく飛びまわり、オスよりよく光る。 

C. ヒメボタルは、ゲンジボタルやヘイケボタルより、体の大きさが大きい。 

 

問４６. 明治 31(1898)年に日本で初めて民間資本の高野鉄道株式会社により、大小路駅（現堺東駅）と狭山駅間で 

汽車が走りました。大小路駅と狭山駅の間に設置されていた駅は、現在の駅名で次のどれでしょうか。 

 

A. 中百舌鳥駅 B. 初芝駅 C. 北野田駅 

  

問４７. 奈良時代、狭山神社は何と呼ばれていたでしょうか。 

 

A. 狭山村神社 B. 狭山半田神社 C. 狭山郷社 

 

問４８. 北条氏の歴代藩主で、名前を間違えている組み合わせはどれでしょう。 

① 第 4 代 氏春   ②第 5 代 氏友   ③第 8 代 氏明  ④第 10 代 氏尚 

 

A. ①、② B. ①、②、③ C. ①、②、③、④ 

 

問４９. 本市の一日当たりに排出されるごみの量は、平成 23 年(2011)において南河内地域（河南町、千早赤阪村、 

富田林市、河内長野市、太子町、本市）の 6 市町村で最も多く、1 kg を越えていました。しかし、市民の努

力により、令和 4(2022)年にはごみ排出量を削減して、第（ ）番目に少ない排出量になりました。（ ）の

中に入る数字として正しいのはどれでしょう。 

 

A. 1 B. 2 C. 3 

  

問５０. 明治 4（1871）年以後、明治 14（1881）年の大阪府編入までの間、現在の大阪狭山市域は、次のどこに含ま

れていましたか。 

    

A. 堺（ｻｶｲ）県 B. 河内（ｶﾜﾁ）県 C. 大阪（ｵｵｻｶ）県 

 


