
能 登 町 ふ る さ と ク イ ズ（検定） 

 

［一般：基本］ 

＜問１＞ 旧能都町・柳田村・内浦町が合併して、能登町が誕生しました。それはいつの

ことでしょう。 

       ①平成 17年１月１日    ②平成 17年２月１日 

       ③平成 17年３月１日    ④平成 17年４月１日 

                                        

 

＜問２＞ 能登町の面積は 273.27㎢あり、石川県内では 19市町のうち７番目の広さです。 

     石川県全体の面積のおよそ何％に当たるでしょう。 

       ① ５％         ② ５．５％ 

       ③ ６％         ④ ６．５％ 

                                        

 

＜問３＞ 能登町の国勢調査（５年ごとに実施）における人口（平成 27年）は、17,568人

でした。これは前回と比較すると、およそどれくらい増減したでしょう。 

       ① ほぼかわらず     ② －６％ 

       ③ －８％        ④ －１０％ 

                                        

 

＜問４＞ 能登町の人口（平成 27年）は 17,568人あり、石川県内では 15番目です。能登

町の人口は、石川県全体の人口のおよそ何％に当たるでしょう。 

       ① １％         ② １．５％ 

       ③ ２％         ④ ２．５％ 

                                        

 

＜問５＞ 65歳以上の人を高齢者とよびますが、能登町の高齢者人口は、全人口のおよそ

何％になるでしょう（平成 30年 10月１日現在）。 

       ① ４４％        ② ４６％ 

       ③ ４８％        ④ ５０％ 

                                        

 

＜問６＞ 能登町の、15歳以下の人口は全人口のおよそ何％になるでしょう。 

     （平成 30年 10月１日現在） 

       ①  ８％        ② １０％ 

       ③ １２％        ④ １４％ 

                                        

 

 



＜問７＞ 能登町の花は「のときりしま」です。では町の木・鳥・魚で正しい組み合わせ

はどれでしょう。 

       ①「アカマツ・シラサギ・イカ」 ②「ブナ・カワセミ・マグロ」 

       ③「アテ・ウミネコ・クジラ」  ④「モチノキ・ヤマセミ・ブリ」 

                                        

 

＜問８＞ 能登町の「町民憲章」（平成 18 年制定）の前文に、記されていないものはどれ

でしょう。 

       ①「健康で潤いのある生活を営み」 

       ②「先人の築いた文化と伝統に誇りをもち」 

       ③「一人ひとりが希望と愛着を持って」  

 ④「笑顔と人情あふれる楽しい町に」 

                                        

 

［一般：自然］ 

＜問９＞ 能登町の海岸線は、比較的「入り江」が多くみられ、特に、九十九湾から遠嶋

山公園までの海岸線は、能登半島国定公園の中でも美しい景観を見せています。

さて、能登町の海岸線はおよそ何 kmあるでしょう。 

       ①３８ｋｍ        ②４３ｋｍ 

       ③４８ｋｍ        ④５３ｋｍ 

                                        

 

＜問 10＞ 能登町を流れる河川で、最も流域面積が広い河川はどれでしょう。 

       ①九里川尻川       ②寺田川 

       ③山田川         ④町野川（上町川） 

                                        

   

＜問 11＞ 能登半島でも奥能登は、なだらかな丘陵地で占められています。それでも高州

山や鉢伏山など５００ｍを超す山があります。それでは、能登町で最も高い山

「鉢伏山」の標高は次のうちどれでしょう。 

       ①５２６．８ｍ      ②５３８．７ｍ 

       ③５４３．６ｍ      ④５５２．１ｍ 

                                        

 

＜問 12＞ 能登町の海岸からは、海越しに北アルプスの山々を望むことができます。眺め

る位置によって、若干見える山の形が異なりますが、能登町内から実際には見

えない山はどれでしょう。 

       ①白馬岳         ②槍ヶ岳 

       ③薬師岳         ④白山 

                                        

 



＜問 13＞ 日本は四季が明瞭な国です。その中でも日本海側、そして私たちの住む能登町

は、とりわけ四季がはっきりしています。それでは、冬の北陸地方を示す気象

用語で適当な言葉はどれでしょう。 

       ①南高北低        ②停滞前線 

       ③移動性高気圧      ④西高東低 

                                        

 

＜問 14＞ 能登町には、巨樹やノトキリシマツツジなど数多くの天然記念物がありますが、

石川県の天然記念物となっていないのは次のうちどれでしょう。 

       ①常椿寺のフジ         ②法融寺のマツ 

       ③五十里(酒井家)のﾉﾄｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ  ④平等寺のコウヤマキ 

                                         

 

＜問 15＞ 不動寺地区の段丘部に、樹木が化石となった「珪化
け い か

木
ぼく

」が出土している場所が

あり、見学できる公園となっています。大陸と陸続きであったころの樹木も見

られ、当時の気候を知ることができます。さて、珪化（化石化）が始まったの

は今からおよそ何年前のことでしょう。 

       ①１憶２千万年前     ②２千万年前 

       ③２万年前        ④２千年前 

                                         

 

＜問 16＞ 能登町は山や丘陵が多いこともあり、道路などは山を切ったり、トンネルを設

けたりしています。さて、能登町内で最長のトンネルは北河内トンネルですが、

その長さはどれだけでしょう。 

       ①６０６ｍ        ②７０６ｍ 

       ③８０６ｍ        ④９０６ｍ 

                                         

 

［一般：歴史］ 

＜問 17＞ 国指定史跡であり、出土品の多くが国の重要文化財にもなっている真脇遺跡は、

縄文時代の長期定住型遺跡と言われています。さて今からどのくらい前の定住

跡で、どれくらいの期間人々が住んでいたのでしょう。 

       ①約 5,000年前から約 2,000 年前の「３千年間」 

       ②約 6,000年前から約 2,000 年前の「４千年間」 

       ③約 7,000年前から約 4,000 年前の「３千年間」 

       ④約 8,000年前から約 4,000 年前の「４千年間」 

                                         

＜問 18＞ 柿生
か きお

の神道
じんどう

には、古代からの祭祀遺跡として「石仏山
いしぼとけやま

」があります。社殿は

なく、代わりに「前立」と呼ばれる巨大な立石があり、神様がよりつく所とさ



れ今なお神事「石仏山祭り」が執り行われていますが、神事が実施される日は

次のうちいつでしょう。 

       ①２月 11日        ②３月２日 

       ③３月６日         ④３月 21日 

                                         

 

＜問 19＞ 旧松波城庭園は、約４千㎡が国の名勝に指定されています。枯
かれ

山水
さんすい

風の庭園跡

が大きな特色であるこの庭園は、いつごろ築かれたでしょう。 

       ①12世紀後半～13世紀頃  ②13世紀後半～14世紀頃 

       ③14世紀後半～15世紀頃  ④15世紀後半～16世紀頃 

                                         

 

＜問 20＞ 江戸時代に加賀藩は領内の村々に年貢やその他の雑税を書き記し、藩主の印を

押した納税通知書のようなものを発行していました。それはなんと呼ばれてい

るでしょう。 

       ①納税命令書       ②草高証明書 

 ③村御印         ④藩主御用達之印 

                                         

 

＜問 21＞ 江戸幕府の直轄地（天領）は、全国各地に点在し年貢米だけで約 400万石あっ

たと言われています。現在の能登町でも黒川村をはじめ４カ村ありましたが、

次のうち天領でない村はどれでしょう。 

       ①院内村         ②河内村 

 ③真脇村         ④神和住村 

                                         

 

＜問 22＞ 安政５年（1858）の古文書によると、前年の宇出津湊からの他国との交易船は

年間 150 艘あったそうで、他国からは、生蠟
き ろ う

、砂糖、線香、綿、砥石
と い し

、生姜
しょうが

、

石灰、昆布、鯡
にしん

などが入ってきていました。それでは宇出津湊からは、主にな

にが運ばれたでしょう。 

       ①炭           ②米 

 ③木材          ④塩 

                                         

 

＜問 23＞ 第２次世界大戦中の小学校は、非常戦時体制へ移行し、勤労作業が即教育とい

う時代もありました。能登町内の小学校でもありましたが、次の勤労作業で、

実際にはなかったものはどれでしょう。 

       ①アルコールをとるためにドングリを集めた。  



       ②20ｋｇのリュックを背負い、20ｋｍ歩行訓練が行われた。 

 ③防寒服の材料にするため、ススキの穂を集めた。           

 ④運動場は全て掘り起こされ、大豆、ジャガイモなどの畑になった。 

                                         

 

＜問 24＞ 国鉄能登線は、日本の高度経済成長を後押しするように能登に活気をもたらし、

地域の経済を支え、通勤通学の貴重な足として利用されていました。昭和 34年

（1959）の鵜川までの部分開通に始まり、昭和 39年には終点蛸島までの全線が

開通しました。その後、昭和 63年にはＪＲに代わり第三セクターの「のと鉄道

能登線」として営業していましたが、平成 17 年に廃線となりました。次のうち

能登（のと）線の記述で間違っているのはどれでしょう。 

       ①路線距離は 61kmで、駅数は 30、トンネル数は 49。 

       ②昭和 45年から３年間、SL 列車「ふるさと列車おくのと号」運転。 

 ③立戸の浜駅と恋路駅は、海水浴シーズンのみの営業時期があった。 

 ④廃線後 10年かけて、今ではレールや枕木は全て撤去された。 

                                         

 

［一般：文化］ 

＜問 25＞ 能登町には指定文化財が数多くあり、国・県・町指定に分けられます。次のう

ち、平成 27年３月現在における正しい指定件数はどれでしょう。 

       ①国：10点、県：16点、町：313点 

       ②国：14点、県：18点、町：245点 

 ③国：18点、県：20点、町：198点 

 ④国：22点、県：22点、町：144点 

                                         

 

＜問 26＞ 町立羽根万象美術館は、宇出津出身の日本画家で日展参与でもあった羽根万象

氏から作品等の寄贈を受けて平成元年に開館しました。この美術館や万象氏に

ついて間違っているのはどれでしょう。 

       ①町民が、自身の作品を展示する空間もある。 

       ②故人は、日本画家伊東深水門下生として美人画には定評がある。 

 ③作品によっては、直接ふれることもできる「ふれあい美術館」である。 

 ④完成品や、作品が完成するまでの過程を見られる個性的美術館である。 

                                         

 

＜問 27＞ 古くから、宇出津地区にのみ興じられてきたゲームに「ごいた」があります。

ごいたの説明で間違っているのはどれでしょう。 

       ①ごいたは４人で行い、対面する２人が仲間となる 

       ②普通は竹製の駒を使い、32枚の駒を８枚ずつ手に取って始める。 

 ③王は、飛・角・金・銀・馬の代わりができる。 

 ④ごいたは、将棋の駒を使っても遊ぶことができる。 



                                         

 

＜問 28＞ 藤波運動公園の一角に、「藤波テニスミュージアム」があります。国内最古とさ

れるラケットなどテニス資料およそ６千点を展示しています。さて、国内最古

のラケットは、いつの時代のものでしょう。 

       ①江戸時代         ②明治時代 

 ③大正時代         ④昭和時代 

                                         

 

＜問 29＞ 平成３年「第 46回国民体育大会」（いしかわ国体）が県下全市町村で開催され

ました。それでは、当時、能都町・柳田村・内浦町で行われなかった競技は次

のうちどれでしょう。 

       ①ホッケー         ②空手 

 ③ソフトテニス       ④アーチェリー 

                                         

 

＜問 30＞ 七見の健康福祉の里「なごみ」にある温水プールは、水温と室温が一定の温度

に保たれています。その温度は何度でしょう。 

       ①２６℃          ②２８℃ 

 ③３０℃          ④３２℃ 

                                         

 

［一般：産業］ 

＜問 31＞ イチゴの摘み取りができることで知られる赤崎地区は、シーズンになると多く

の人たちで賑わいます。４月下旬のハウス栽培に始まり、５月末の露地栽培ま

で楽しめますが、イチゴの品種は次のうちどれでしょう。 

       ①紅ほっぺ         ②クィーンレッド 

       ③とちおとめ        ④宝交
ほうこう

早生
わ せ

 

                                         

 

＜問 32＞ 「あくあす能登」（能登海洋深層水施設）は、小木の沖あい約 3.7ｋｍの水深約

320ｍの海底から、一日約 100ｔの海洋深層水を汲み上げ、塩や脱塩水の製造、

そして原水を利用した多くの商品開発などに利用されています。さて、海洋深

層水の利点などで誤っているものはどれでしょう。 

       ①表層水と比べ、清浄性・富栄養性・ミネラル特性に優れている。 

       ②低温製法で時間をかけてできた塩は、ミネラルバランスが良い。 

 ③原水や脱塩水を利用して、化粧品・お酒・入浴剤などが製造されている。 

 ④原水でそばを打つと、味がまろやかになり大変美味しい。 

                                         

 



＜問 33＞ 能登町を代表する特産品にブルーベリーがあります。このブルーベリーのこと

について間違っているのはどれでしょう。 

       ①無農薬栽培なので、摘み取ってすぐに食べることができる。 

       ②目に良いと言われるアントシアニンが摂取できる。 

 ③果皮ごと食べるので、豊富な栄養素が無駄なく摂取できる。 

 ④江戸時代から栽培されていた。 

                                         

 

＜問 34＞ 富山湾に面した能登町の海岸線には、多くの釣り人が町外・県外からやってき

ます。アブラメやアオリイカのシーズンは特に賑わいますが、アブラメの標準

的な呼び名は次のうちどれでしょう。 

       ①クジメ         ②ホッケ 

       ③アイナメ        ④マダイ 

                                         

 

＜問 35＞ 能登町の特産品の一つである「いしり」は、イカの内臓を発酵させた魚醤油で

す。刺身や煮物の隠し味、郷土料理、伝統料理に今も広く使われています。そ

れでは、いしりを使った漬け物をなんと言うでしょう。 

       ①からみ漬け       ②能登漬け 

       ③たまり漬け       ④べん漬け 

                                         

 

＜問 36＞ 小木地区の延縄
はえなわ

漁では、昭和 35 年頃まで餌
えさ

として生イカの切り身を使ってい

ましたが、食べ残された餌のイカを持ち帰り、塩漬けにして食べていました。

これを「エサブ（イサブ／餌部）」と言いますが、何を獲る漁に使われていたの

でしょう。 

       ①マグロ         ②アンコウ 

       ③タラ          ④カレイ 

                                         

 

＜問 37＞ 能登の海岸沿いの集落は耕地も狭く、農閑期である冬季は近畿地方へ出稼ぎに

行っていました。そのなかで酒造りにつく能登杜氏集団が生まれ、独自の酒造

技術を伝承してきたと伝わっています。能登杜氏は日本四大杜氏の一つに数え

られていますが、四大杜氏でないのはどれでしょう。 

       ①南部（岩手県）     ②越後（新潟県） 

       ③播磨（兵庫県）     ④但馬（兵庫県） 

                                         

＜問 38＞ 久田
きゅうでん

地区周辺は、農閑期の産業として江戸時代初期頃から和紙が作られてい

ました。近年では、町内の中学生が和紙作りを体験し、卒業証書製作に取り組



むなど、近隣住民による民芸品製作などが注目されています。さて、久田和紙

の主原料は次のうちどれでしょう。 

       ①コウゾ         ②ミツマタ 

       ③ガンピ         ④ケナフ 

                                         

 

＜問 39＞ 輪島塗の原型ともいわれる「合
ごう

鹿
ろく

椀
わん

」は、柳田地区を中心に生産・使用されて

きた漆器です。厚手の木地に漆を塗り、装飾も少なく、単色の力強い造形美を

見せ、歴史的・文化的価値が高い漆器ですが、何色に塗られているでしょう。 

       ①赤           ②朱 

       ③茶           ④黒 

                                         

 

＜問 40＞ かつて、鈴ヶ嶺地区の山間の傾斜地を利用して栽培され、能登の地場産業を支

えたものは、次のうちどれでしょう。 

       ①こうぞ         ②うるし 

       ③すぎ          ④くり 

                                         

 

［一般：人物］ 

＜問 41＞ 七見には第六代横綱「阿武松
おうのまつ

緑之助」の碑があります。寛政３年（1791）に七

見で生まれ、24歳の時に長州藩のお抱え力士となりました。さて、四股名の「阿

武松」の由来は次のどれでしょう。 

       ①山口県萩市（長州藩）の庭園「阿武の松」に由来する。 

       ②若かりしときに、現在の山口県阿武町（長州藩）に住んでいた。 

 ③山口県萩市（長州藩）の景勝地「阿武の松原」に由来する。 

 ④親方の出身地である、現在の山口県阿武町（長州藩）から頂いた。 

                                         

 

＜問 42＞ 郷土が生んだ政治家「益谷秀次」（1888～1973）は、戦後の日本政界に大きく貢

献し、ふるさと能登をこよなく愛しました。益谷が就任していない要職は次の

うちどれでしょう。 

       ①建設大臣        ②衆議院議長 

       ③副総理         ④自民党総裁 

                                         

 

＜問 43＞ 鵜川出身の久田佐助は、沈没しようとする船の乗客を守るため、全員を救命ボ

ートに乗せたのち、非常汽笛を鳴らし続け船と運命を共にしました。この行動

は国内外でも称賛されましたが、その船の名前は次のうちどれでしょう。 



       ①東海丸         ②西海丸 

       ③南海丸         ④北海丸 

                                         

 

［一般：名所］ 

＜問 44＞ あじさい寺として有名な寺分の「平等寺」には、境内にある「紫陽花散策路」

に 13体の仏が安置され、桜や紅葉も観賞できる心休まるお寺です。さて、平成

30年現在境内にあるアジサイの種類と数で正しいのはどれでしょう。 

       ①１００種類、１千株   ②１１０種類、２千株 

       ③１２０種類、３千株   ④１３０種類、４千株 

                                         

 

＜問 45＞ 珠洲道路沿線で、中斉から桜峠の約 2.5kmの区間は「サルビアロード」と呼ば

れ、通る人たちから数多くの感嘆の声が寄せられています。さて、ここに植え

られているサルビアの数はおよそどれくらいあるでしょう。 

       ①約１万本        ②約２万本 

       ③約３万本        ④約４万本 

                                         

 

＜問 46＞ 昭和 52 年（1977）風光明媚な遠嶋山公園のある場所から日本人が拉致
ら ち

されま

した。北朝鮮拉致第１号の事件となった「宇出津事件」が起こった、その場所

は何と呼ばれているでしょう。 

       ①米流し坂        ②離れ島 

       ③舟隠し         ④なめり坂 

                                         

 

＜問 47＞ 能登町百景の銀賞を受賞した「滝之坊や」は、ある樹を刈り込んで、たいへん

ユーモラスな顔に仕上がっています。その樹は何でしょう。 

       ①キャラボク       ②サツキ 

       ③イヌツゲ        ④シャリンバイ 

                                         

 

＜問 48＞ 国定公園の九十九湾を代表する風景と言えば、ポッカリ浮かぶ島のある風景で

す。その島の名前はなんでしょう。 

       ①鶴落島         ②弁天島 

       ③月影島         ④蓬莱島 

                                         

 

＜問 49＞ 柳田植物公園は、昭和 61 年（1986）に完成した面積 30ha の広大な公園です。

芝生の多目的広場や大ステージを備え、イベントが開催されると多くの人たち



で賑わいます。この公園にある自然林の広さは次のどれでしょう。 

       ①１０ha         ②１４ha 

       ③１８ha         ④２２ha 

                                         

 

［一般：民俗］ 

＜問 50＞ 国の無形民俗文化財、そしてユネスコ世界無形文化遺産に登録された「奥能登

のあえのこと」は、田の神様に感謝を表すものですが、次のうち正しくないの

はどれでしょう。 

       ①一般的に 12月５日にお迎えし、２月９日にお送りする。 

       ②お迎えした日に、お風呂に入ってもらい料理でもてなす。 

       ③田の神様は耳が聞こえないので、手振り素振りで接待する。 

       ④お供えする大根は、二股大根を使う。 

                                         

 

＜問 51＞ 「アマメハギ」行事は、昭和 54 年（1979）に「能登のアマメハギ」として、奥

能登の類似した行事とともに国の無形民俗文化財に指定されました。その行事

を継承していく保存会でないのは次のうちどれでしょう。 

       ①門前町アマメハギ保存会 

   ②輪島市御陣乗太鼓保存会 

       ③能登町秋吉地区アマメハギ保存会 

       ④輪島市面様年頭保存会 

                                         

 

＜問 52＞ あばれ祭りとして有名な県指定無形民俗文化財「宇出津のキリコ祭り」は、疫

病が流行り多くの死者が出たため、京都の祇園社から牛頭
ご ず

天王
てんのう

を勧請して盛大

な祭りを行ったことに由来すると伝えられています。さて、その疫病をなんと

呼んだでしょう。 

       ①貧乏風         ②厄病風 

       ③北風小僧        ④泥棒風 

                                         

 

＜問 53＞ 県指定無形民俗文化財「小木とも旗祭り」は、２艘の伝馬船をつないだ中央に、

高さ約 20ｍの和紙製 幟
のぼり

旗を立て、港いっぱいに船を運行する豊漁祈願の珍し

い祭礼です。この旗は、どのくらいの和紙を張り合わせてできているでしょう。 

       ①約４００枚       ②約５００枚 

       ③約６００枚       ④約７００枚 

                                         

 



＜問 54＞ 11月１～８日、鵜川の菅原神社では「八講祭」が行われます。その７日夜の神

事を「イドリ祭り」（県指定無形民俗文化財）と言い、直径１ｍほどの大きな餅

が登場します。中世の名残を残す新嘗祭のひとつとされていますが、この「イ

ドリ」という意味で正しいのはどれでしょう。 

       ①褒めたたえる      ②非難する 

       ③賑やかな        ④豊穣豊作 

                                         

 

＜問 55＞ 能登の内浦域は富山湾に面していることもあり、一年を通して比較的穏やかな

海です。全く波が立たない夜に、浅瀬まで上がってくるサザエを素手で捕るこ

とができますが、こうして捕ることを何と言うでしょう。 

       ①夜あさ         ②夜なべ 

       ③夜ふかし        ④夜なで 

                                         

 

＜問 56＞ 国の有形民俗文化財に指定されているドブネは、機械船が普及するまで、定置

網漁業における重要な漁船として活躍していました。このドブネは樹齢 200 年

を超える木材が使われていました。その樹種は次のうちどれでしょう。 

       ①スギ材         ②アテ材 

       ③マツ材         ④ケヤキ材 

                                         

 

＜問 57＞ 能登町の定置網には時々鯨が入いります。鯨が捕れると商店からネギが売り切

れると言われるほど、昔から地域の人たちの食生活を満たしてきました。鯨に

まつわる伝説も多く残っています。さて、古くから鯨が捕れるとよく言われて

きたことがあります。それは次のどれでしょう。 

       ①鯨が捕れると、大シケとなる。 

       ②鯨が捕れると、イルカの大群がやってくる。 

 ③鯨が捕れると、七浦（浜）光る。 

 ④鯨が捕れると、地震が起こる。 

                                         

 

＜問 58＞ 白山神社の柳田大祭（９月 16 日）では、御神灯役の大キリコがゆったりと神

輿のお供として担がれています。それでは能登町最大とされる野田区の大キリ

コは、高さがおよそ何間（１間＝1.8ｍ）あるでしょう。 

       ①６間          ②７間 

 ③８間          ④９間 

                                         

 

＜問 59＞ 能登町は海幸・山幸が実に豊かです。特に海産物においては、漁師であればこ

そ手に入る食材がありますが、次のうち適当でないものはどれでしょう。 



       ①鯨のユデモノ（内臓を酢味噌に浸して食す）。 

       ②マグロの臓物（内臓を酢味噌に浸して食す）。 

 ③カワハギの肝（身と合わせて刺身で食す）。 

 ④アンコウの肝（天ぷらにして食す）。 

                                         

 

＜問 60＞ 能登町内では、現在のような冷凍・冷蔵手段のない時代に、大量にとれたもの

を保存食として貯えていました。まさに先人の知恵ともいえる保存食のうち、

適当でないものはどれでしょう。 

       ①干鱈          ②アジのヒネズシ 

 ③コンカイワシ      ④メガラス 

                                         

 

［地域問題（内浦地区）] 

＜問１＞ 九ノ里薬師寺には、我が国の仏教美術の源流を探るうえで、極めて貴重な国指

定文化財（彫刻）の「銅造如来及両脇侍像」があります。造られた時代はいつ

頃でしょう。 

       ①天平時代        ②白鳳時代 

       ③飛鳥時代        ④平安時代 

                                         

 

＜問２＞ 恋路火祭りのもととなった「恋路伝説」に登場する、助三郎と恋仲の女性はな

んという名前でしょう。 

       ①千代          ②おしん 

       ③お松          ④鍋乃 

                                         

 

＜問３＞ 松波の松岡寺にある国指定彫刻「木造聖徳太子像」は、鎌倉時代の作で明治初

期に奈良のお寺から伝来したそうです。その奈良のお寺は。 

       ①東大寺         ②法隆寺 

       ③薬師寺         ④興福寺 

                                         

 

＜問４＞ 恋路出身の彫刻家「坂 胆道」氏の作品は、没後家族によって町へ多くが寄贈

されました。氏の作品で有名なのは次のどれでしょう。 

       ①上野公園の西郷隆盛像  ②渋谷の忠犬ハチ公 

       ③札幌のクラーク博士像  ④仙台の伊達政宗像 

                                         

 

＜問５＞ 秋吉地区に伝わる「アマメハギ」行事は、毎年節分の日に行われています。こ

のアマメハギのアマメとは、どんな意味でしょう。 



       ①囲炉裏にあたってばかりいるとできる「火だこ」のこと。 

   ②節分の日にまく「豆」のこと。 

       ③悪事をはたらく「鬼」のこと。 

   ④寒空の外で働くことをさけ、怠けることをいう。 

                                          

 

＜問６＞ 秋吉出身で、大正 14年（1925）に愛知県の安藤飛行場から、能登への訪問飛行

を行ったパイロットは次のうちだれでしょう。 

       ①東 善作        ②秋山豊寛 

       ③大場辰男        ④若田光一 

                                         

 

＜問７＞ 秋吉では、農地を借り受けてお花畑に迷路を作っています。多くの家族連れや

観光客で賑わいますが、その花の種類は次のうちどれでしょう。 

       ①菜の花         ②ひまわり 

       ③コスモス        ④チューリップ 

                                         

 

＜問８＞ 九里川尻川の河口付近に、キリコを模した大きな橋が架かっています。平成６

年に造られ、能登各地のキリコ祭りを彷彿させてくれる、その名前も「ふる里

キリコ橋」と言います。キリコの高さは何ｍあるでしょう。 

       ①１３ｍ         ②１８ｍ 

       ③２３ｍ         ④２８ｍ 

                                         

 

＜問９＞ 不動寺にある末次城跡は、その昔、上杉謙信の軍勢に滅ぼされたと伝わってい

ますが、それはいつの時代のことでしょう。 

       ①平安時代        ②鎌倉時代 

       ③戦国時代        ④江戸時代 

                                         

 

＜問 10＞ 平家の落ち武者の伝承が伝わる国重集落の産土
うぶすな

神
かみ

、白山神社の祭礼に打ち鳴ら

される「国重太鼓」は、何を祈願しているでしょう。 

       ①豊作と雨ごい      ②疫病退散と健康 

       ③火事防止と雨ごい    ④疫病退散と雨ごい 

                                         

   

＜問 11＞ 能登には、女武者として伝わる「巴御前」の伝説が各地で伝わっていますが、

不動寺地区にも巴塚という塚がありました。その場所は次のうちどこでしょう。 

       ①宮犬・不動寺間     ②不動寺・行延間 



       ③行延・山口間      ④山中・程谷間 

                                         

 

＜問 12＞ 山中集落の若宮森のモチノキは、巨樹として町の天然記念物に指定されていま

す。昔、村びとを困らせたある動物を退散させたという伝説が残っています。

その動物とは次のうちどれでしょう。 

       ①大鬼           ②大猪 

       ③大猿           ④大蛇 

                                         

 

＜問 13＞ 平成 19年に能登町百景が決まり、金賞に輝いたのは次のどの景観でしょう。 

       ①滝之坊集落入口の植え込み ②坪根集会所近くの穴釜の滝 

       ③林道河ケ谷線沿いの羅漢山 ④内浦長尾海岸の船小屋 

                                         

 

＜問 14＞ 内浦長尾の墓地の一角に、「ソビエット戦士の墓」があります。ある戦争の時に

内浦長尾海岸に流れ着き、当時の人たちが埋葬しました。こうした墓は、能登

町内でも数カ所見られます。さて、その戦争とは次のうちどれでしょう。 

       ①日清戦争         ②日露戦争 

       ③第１次世界大戦      ④第２次世界大戦 

                                         

 

＜問 15＞ 白丸地区には７つの集落があり、「七つの里」と呼ばれています。そのなかで、

きれいな砂浜が特徴の五色ケ浜海水浴場があるのはどこでしょう。 

       ①内浦長尾         ②立壁 

       ③新保           ④四方山 

                                         

 

＜問 16＞ 江戸時代に、浜谷七郎兵衛が県内では先駆けて、現在の白丸の地にサツマイモ

栽培を導入しました。白丸では特産品のサツマイモを使って、かつてはイモ飴

が作られていました。公民館ではその伝統を継承すべく、毎年飴作りを行って

います。その飴をなんと呼んでいるでしょう。 

       ①白丸イモ飴        ②しちろうべえ飴 

       ③かんしょ飴        ④からいも飴 

                                         

 

＜問 17＞ 市之瀬から真脇、小木から時長への道路が交差する付近にあったと伝わる「峠

の宮跡」は、かつて市之瀬の熊野神社があった場所です。その宮跡の近くにあ

ったと伝わるお寺はどれでしょう。 

       ①天徳寺          ②万福寺 

       ③新善光寺         ④上日寺 



                                         

 

＜問 18＞ 市之瀬地区は明治末期まで、塩田で塩づくりが行われていました。当時、どれ

くらいの生産があったでしょう。 

       ①千俵           ②二千俵 

       ③三千俵          ④四千俵 

                                         

 

＜問 19＞ ニャンコ言葉と言われる小木の方言「・・・にゃあ」は、県内でもほかに１カ

所あります。それはどこでしょう。 

       ①白山市白峰        ②加賀市山中栢野 

       ③羽咋市神子原       ④輪島市舳倉島 

                                         

 

＜問 20＞ 小木は漁業の町として、最近ではイカの町として全国に知られていますが、藩

政時代から石切業でも栄えて、小木石として土台石などに使われていました。

この小木の石工さんが小木以外の地で活躍したのはどこでしょう。 

       ①琵琶湖西野水道      ②宝達金山の坑道 

       ③小松のハニベ岩窟院    ④金沢城築城の戸室石切り出し 

                                         

 

［地域問題（柳田地区）] 

＜問 21＞ 十郎原区西谷の春祭り（４月３日）、日桂神社の「弓引き祭り」で、奉射人の精

神統一を助長する「猿田彦」の衣装は、何の繊維から織りあげられた衣でしょ

う。 

       ①葛
くず

            ②苧
ちょ

麻
ま

 

       ③藤
ふじ

            ④楮
こうぞ

 

                                         

 

＜問 22＞ 真紅の花、幸せを呼ぶ花として有名な町花「のとキリシマツツジ」で、五十里

地区の酒井家の県指定天然記念物の銘木は、真紅でなくどんな色の花が咲くで

しょう。 

       ①黄            ②紫 

       ③橙            ④青 

                                         

 

＜問 23＞ 昭和７年（1932）、生垣聞蔵氏が農村青年教育のため、当時の柳田村に莫大な資

産を寄附され、それが後に、県立の実業高校（現能登高校）として発展しまし

た。その高校の名称は次のうちどれでしょう。 



       ①柳田水産         ②柳田林業 

       ③柳田農業         ④柳田商業 

                                         

 

＜問 24＞ 笹川の宮本家宅の庭には、町天然記念物で樹齢 400年といわれる「ドウダンツ

ツジ」が根をおろしています。家垣などとしての植栽が一般的ですが、このド

ウダンツツジの樹高はどれくらいあるでしょう。 

       ①２ｍ           ②３ｍ 

       ③４ｍ           ④５ｍ 

                                         

 

＜問 25＞ 小間生地区の往古
お う ご

には、「母子
は は こ

谷
たに

」と呼ばれる谷があります。その名前の由来は

次のどれでしょう。 

       ①谷一面に「母子草」が咲いているから。 

 ②父親のいない、母子家庭が多かったから。 

       ③貧しさのため、口減らしに子供を捨てたから。 

       ④母子像に似た岩があるから。 

                                         

 

＜問 26＞ 「嫁になっても久田五
きゅうでんごん

田
た

へゆくな。昼は［Ａ］、夜は［Ｂ］」と昔は言われたそ

うですが、このＡとＢに入る言葉はどれでしょう。 

       ①「畑仕事」と「ぞうりづくり」 

 ②「畑仕事」と「機織り」 

       ③「紙漉き」と「こうぞの皮たたき」 

       ④「漆かき」と「木地作り」 

                                         

 

＜問 27＞ 平成 24 年から始まった鈴ヶ嶺地区の、ユニークな地域おこしの行事は次のう

ちどれでしょう。 

       ①のときりしま祭り     ②のといやさか祭り 

 ③のときりこ祭り      ④のと町おんど祭り 

                                         

 

＜問 28＞ 上長尾地区で、江戸時代にひろく栽培され、その生産量が加賀藩領内でも４本

の指に入っていた作物はなんでしょう。 

       ①わた           ②たばこ 

 ③あい           ④はぜのき 

                                         

 



＜問 29＞ 上町地区（中の又）の鳳林寺の境内には、「汗かき地蔵」が祀られています。さ

て、このお地蔵さんは何に効くのでしょう。 

       ①腹痛           ②歯痛 

 ③頭痛           ④腰痛 

                                         

 

＜問 30＞ 寺分地内の町指定史跡「宝暦杉」は、天災・飢饉の続いた江戸時代の宝暦年間

におきた事件により、当時の肝煎が入牢の際に植え残したと伝わっています。

その事件は一般的にはどのようにいわれる一揆でしょう。 

       ①一向一揆         ②白旗一揆 

 ③徳政一揆         ④百姓一揆 

                                         

 

＜問 31＞ 合鹿の地名の由来は諸説ありますが、合鹿椀の産地だったことに由来するとも

言われています。生活雑器であった合鹿椀の技法の特徴として正しいのは、次

のうちどれでしょう。 

       ①珪藻土使用        ②砥の粉使用 

 ③漆のみで製作       ④炭粉又は木くそを使用 

                                         

 

＜問 32＞ 五郎左エ門分地内に所在する町指定史跡「めんたいじりの物隠し穴」は、何を

隠すための穴だったのでしょう。 

       ①米            ②野菜 

 ③物種           ④宝 

                                         

 

＜問 33＞ 昔、当目に岩井戸という大きな岩穴があり、そこに住み着いた猿鬼が、近郷の

人たちに悪さを働き、それを退治していくのが当地に伝わる「猿鬼伝説」です。

鬼の目に矢が当たったので「当目」という地名が生まれたといわれるように、

猿鬼伝説から生まれたと伝わる地名でないのはどれでしょう。 

       ①大箱（オオバコ）     ②黒川（クロカワ） 

 ③五十里（イカリ）     ④十郎原（ジュウロウハラ） 

                                         

 

＜問 34＞ 昭和 58 年（1983）に「21 世紀に残したい日本の自然百選」に選定された、能

登町最高峰の鉢伏山が選定された理由（特徴）は何でしょう。 

       ①ナラの原生林       ②根曲竹の原生林 

 ③サワグルミの原生林    ④白滝自然林と呼ばれるブナの原生林 

                                         

 

 



＜問 35＞ 江戸時代に天領であった、黒川の庄屋として知られる中谷家の先祖の名前とし

て正しいのは次のうちどれでしょう。 

       ①新左衛門         ②新作 

 ③新助           ④新次郎 

                                         

 

＜問 36＞ 黒川温泉は、深さ 400メートルの源泉から約 28℃の湯が湧き出しています。湯

量は少ないが、アルカリ性の低張性温泉で、肌がすべすべになると好評です。

次のうち、どの施設で入ることができるでしょう。 

       ①河せみ荘         ②笹ゆり荘 

 ③やなぎだ荘        ④山せみ荘 

                                         

 

［地域問題（能都地区）] 

＜問 37＞ 国指定史跡「真脇遺跡」からは、発掘調査により動物の骨が大量に出土してい

ます。この動物が当時の安定した食料源になっていたことがうかがわれます。

さて、その動物はなんでしょう。 

       ①ブリ           ②イルカ 

 ③イノシシ         ④クマ 

                                         

 

＜問 38＞ 国指定史跡「真脇遺跡」の指定面積は 37,600㎡ですが、最初の発掘から 35年

以上経っています。その間数回にわたる発掘調査が行われていますが、現在ま

でに発掘された面積は、全体のどれだけになるでしょうか。 

       ①５％           ②１５％ 

 ③２５％          ④３５％ 

                                         

 

＜問 39＞ 旧真脇小学校グラウンド敷地に、国の重要有形民俗文化財に指定されている「能

登内浦のドブネ」の収蔵庫があります。ドブネ３隻と当時使われた船具など 41

点も保存されています。このドブネを使って行われた漁法はなんでしょう。 

       ①鯨漁           ②底引き網漁 

 ③定置網漁         ④はえなわ漁 

                                         

 

＜問 40＞ 能登では、海から神様が流れ着いたという「漂着神信仰」が数多く伝え残され

ています。そうしたこともあり、海に面して鳥居が建っている風景をよく見か

けます。なかでも羽根の神社は桜の木を植え、対岸の海越しに眺める北アルプ

スの山々とあわせて、絶好の景観をつくっています。さて、このお宮の名前は。 

       ①八王子神社        ②高倉神社 

 ③八幡神社         ④諏訪神社 



                                         

 

＜問 41＞ 上町川の上流域にある藤ノ瀬には、県の天然記念物に指定されている「甌
おう

穴
けつ

群

（ポットホール）」があります。複雑な浸食作用でできた大小１００を超える穴

が特徴です。穴の中で最大の直径はどれだけあるでしょう。 

       ①１ｍ           ②２ｍ 

 ③３ｍ           ④４ｍ 

                                         

 

＜問 42＞ 戦時中、松の切株から採取する油「松根油
しょうこんゆ

」を製造する工場が、藤ノ瀬地内に

ありました。何の燃料にするためだったでしょう。 

       ①戦車           ②戦艦 

 ③戦闘機          ④家庭用燃料 

                                         

 

＜問 43＞ 能登町内の数カ所で、戦時中「亜炭」が採掘されていました。亜炭は、石炭化

が十分に進んでいないため不純物が多く、得られる熱量が小さいことから、燃

料事情が好転すると利用されなくなりました。神野地区で採掘されていたのは、

次のどこでしょう。 

       ①藤ノ瀬          ②宇加塚 

 ③鶴町           ④曽又 

                                         

 

＜問 44＞ 昭和 40 年代に、奥能登の各地で国営パイロット事業が展開され、大規模に農

地の開発が行われました。その当時、神野地区で最も多く開拓された農地の種

類は次のうちどれでしょう。 

       ①桑畑           ②牧草地 

 ③栗園           ④じゃがいも畑 

                                         

 

＜問 45＞ 能登町の沖合に設置された定置網に、時々クジラが入ることがあります。主に

どんな種類のクジラが捕れるでしょう。 

       ①シロナガスクジラ     ②ホッキョククジラ 

 ③ザトウクジラ       ④ミンククジラ 

                                         

 

＜問 46＞ 「藤波」「波並」「矢波」と３つの「波」とつく地名があることから三波地区と

いう名称が生まれました。それでは町内の前記３つと松波、町外の３つの地名

をあわせて「能登の七波」と言います。次のうち含まれないのはどれでしょう。 



       ①前波           ②沖波 

 ③鹿波           ④高波 

                                         

 

＜問 47＞ 三波地区の沖合には、大小数多くの定置網が敷かれています。なかでも寒ブリ

漁は、年間の漁の出来不出来を大きく左右します。さて、鰤は出世魚として幼

魚時からその名前が変わります。次の中で鰤の幼名でないのはどれでしょう。 

       ①こぞくら         ②ふくらぎ 

 ③しびこ          ④がんど 

                                         

 

＜問 48＞ 毎年１月に行われる波並地区の左義長では、家内繁盛を願う行事も併せて行わ

れます。その行事をなんと言うでしょう。 

       ①恵比寿祭り        ②大黒祭り 

 ③扇ばらい         ④鬼はらい 

                                         

 

＜問 49＞ 鵜川菅原神社のイドリ祭りに使われる大鏡餅は、一枚に使われるモチ米の量が

決められています。その量はどれだけでしょう。 

       ①三升五合（約５kg）    ②五升五合（約８kg） 

 ③七升五合（約 11kg）    ④一斗（約 15kg） 

                                         

 

＜問 50＞ 緒方洪庵の適塾で学び、帰郷後には鵜川で私塾を開き、教育者として現在の鵜

川小学校設立に大きく貢献した、原勤堂の本業は何だったでしょう。 

       ①漁師           ②僧侶 

 ③政治家          ④医師 

                                         

 

＜問 51＞ 現在の鵜川公民館がある場所は、かつては「お蔵屋敷」と呼ばれる大きな蔵が

ありました。この蔵は、何を保管するための蔵だったでしょう。 

       ①海産物          ②金銀財宝 

 ③火薬と鉄砲        ④米と塩 

                                         

 

＜問 52＞ 鵜川天神町に、「だるま堂」という大きな岩が鎮座するお堂があります。このお

堂は、かつて鵜川で起こった大災害をきっかけに建立されたそうです。その大

災害はなんでしょう。 

       ①大洪水          ②大雪 

 ③落雷           ④大火事 

                                         



 

＜問 53＞ 県指定史跡の「石仏山」のお山祭りで、禁制となっていることがあります。そ

れは何でしょう。 

       ①小人禁制         ②老人禁制 

 ③女人禁制         ④男人禁制 

                                         

 

＜問 54＞ 能登町ふるさと大使で、国際ジェラートコンテストで入賞を果たし、国内トッ

プのジェラート職人が生まれ育った家の職業は何でしたでしょう。 

       ①農業           ②林業 

 ③酪農           ④会社員 

                                         

 

＜問 55＞ 宮地集落を中心とした瑞穂地区には、農家民宿・体験型観光の宿を住民らで運

営し、修学旅行などで全国各地から多くの利用者がやってきます。この場所の

名称を何と言うでしょう。 

       ①奥能登の里        ②農家の里 

 ③春蘭の里         ④体験の里 

                                         

 

＜問 56＞ 瑞穂地区（八の田）には、悪さをした大蛇をお坊さんが退治した伝説が残され

ています。そのお坊さんの袈裟や、大蛇のウロコといわれる品物が残っている

お寺はどこでしょう。 

       ①洞雲寺          ②霊山寺 

 ③光明寺          ④最安寺 

                                         

 

＜問 57＞ 能登半島国定公園に含まれる「遠嶋山公園」には、奥能登では唯一の吊り橋が

あります。橋長が 67ｍあり、およそ 20ｍの高さからの眺めは、四季をとおして

和ませてくれます。この橋の名前は何と言うでしょう。 

       ①寒ぶり橋         ②いやさか橋 

 ③城山橋          ④しらさぎ橋 

                                         

 

＜問 58＞ あばれ祭り後数日して、大海供養、大漁祈願、商売繁盛、家内安全などを願い、     

夏の風物詩ともなった「灯籠流し」が行われます。宇出津の何というお寺の行

事でしょう。 

       ①海前寺          ②大乗寺 

 ③塩谷寺          ④因念寺 

                                         

 



＜問 59＞ 水墨画家で、原爆の図で有名な「丸木位里」画伯が、宇出津のとあるお寺を拠     

点に創作活動をされていた時期がありました。寺の襖にも絵を描き残されてい

ますが、そのお寺は次のうちどれでしょう。 

       ①覚照寺          ②天徳寺 

 ③常椿寺          ④長楽寺 

                                         

 

＜問 60＞ 昭和 30年（1955）から 39年までのおよそ９年間、アメリカから宇出津へ宣教

師のデヴィット・ベックマン一家が、キリスト教布教のためやってきました。

デヴィット氏にはある趣味がありました。近年彼の趣味から得たものを能登町

に寄贈されておりますが、それは次のうちどれでしょう。 

       ①油絵の風景画       ②撮影した写真 

 ③古切手や古銭       ④仏像や石像 

                                           

 

 


