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１ 次の青森県の地図上で、弘前市の位置は どれでしょう。 

 

 
 

 

 

２ 弘前市と友好都市である北海道斜里町
しゃりちょう

の記述で正しいのは どれでしょう。 

 

①  「徳川家発祥の地」とされる歴史があるまち 

②  自動車産業を中心とした、北海道を代表する工業都市である 

③  世界自然遺産の知床を擁する東北海道を代表する観光地 

④  １６００（慶長５）年の関ヶ原の戦いの功績により弘前藩に与えられた領地 

 

 

 

読解本Ｐ８（改訂本Ｐ８） 

７弘前市の友好都市 

② 

① 

③ 

④ 

読解本Ｐ６（改訂本Ｐ６） 

２弘前市の自然と地形 
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３ 次の市町村の中で弘前市と隣接していないのは どこでしょう。 

 

①  大館市   ② 黒石市   ③ 鯵ヶ沢町   ④ 鶴田町 

 

４ リンゴの新旧の名称の組み合わせで誤っているのは どれでしょう。 

 

     ① 雪の下  ＝ 国光
こっこう

 

     ② 大中   ＝ 祝
いわい

 

     ③ 千成   ＝ 紅
べに

魁
さきがけ

 

     ④ 樋口   ＝ 倭
やまと

錦
にしき

 

⑤ タマカン ＝ 紅絞
べにしぼり

 

 

 

 

５ 弘前城築城の際に、沼田面
めん

松
しょう

斎
さい

が土地の吉凶を占い、四方を四神が守る 

     現在の場所が選定されました。四神にはそれぞれ、場所の見立てや霊力
パワー

があります。 

     その組み合わせで誤っているのは どれでしょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ７（改訂本Ｐ７） 

おべさまＭＥＭＯ【弘前市の地勢あれこれ】 

読解本Ｐ４７（改訂本Ｐ４９） 

５明治時代における青森県の７大品種 

＊③千成＝紅玉 

読解本Ｐ１３（改訂本Ｐ１３） 

おべさまＭＥＭＯ【弘前城あれこれ】 

① 玄
げん

武
ぶ

  ： 町並（亀甲町）  ： 交通安全 

② 青
せい

龍
りゅう

 ： 清流（土淵川）  ： 家運隆盛 

③ 朱雀
すざく

  ： 湖沼（南溜池）  ： 平安招福 

④ 白
びゃっ

虎
こ

 ： 大道（西浜街道）： 安産円満 



4 

 

６ 初代藩主 津軽為
ため

信
のぶ

が１５７１（元亀２）年に落城させた石川城跡は、 

     現在、公園となっていて、市民いこいの場となっています。それは どれでしょう。 

 

①  弘前公園    ② りんご公園   ③ 大仏公園    ④ 城北公園 

 

 
 

   

７ お山参詣の唱文にある「六根
どっこい

懺悔
さいぎ

」の六根
ろっこん

の説明で正しいのは どれでしょう。 

 

①  登山時に持参し、奥宮へ奉納する六本の大根のことである 

②  人間の醜い六つの根性のこと。嫉妬、怠慢、嘘、無関心、裏切り、暴力 

③  人間の感ずる六つの根元。目、耳、鼻、舌、身、意 

④  誰もが生まれ持った土星、金星、火星、天王星、木星、水星の六つの運命星 

 

 

 

８ 青森県の「私たちの名水」に認定されている「御膳
ごぜん

水
すい

」の場所の説明で、 

     正しいのは どれでしょう。 

 

①  岩木山神社の石段の参道を登って行くと楼門の手前右奥にある 

②  弘前市と大鰐町の境界に位置する堂ヶ平山の麓、大沢集落から約３㌔メートル 

 ほど山に入ったところにある 

③  弘前市と大鰐町の境界に位置する尾
お

開山
びらきやま

（標高５０８.８㍍）の中腹にある 

④  弘前城の東南部に位置し、そばには五重塔で有名な最勝院がある 

 

 

 

読解本Ｐ３９（改訂本Ｐ４１） 

５.その他の桜の名所 ４大仏公園 

４ 

読解本Ｐ２２４（改訂本Ｐ２２６） 

３登山囃子 ①お山参詣の唱文（登山） 

読解本Ｐ１８６（改訂本Ｐ１８８） 

１．弘前市の名水 ２御膳水 
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９  ２代藩主 津軽信枚
のぶひら

に関する記述で 誤っているのは どれでしょう。 

 

①  幕府と緊密な関係を築くために、徳川家康の養女 満天
ま て

姫
ひめ

を正室に迎え入れた。 

②  為信が計画した高岡城（弘前城）の建設に着手し、城は縄張りからわずか１年３ヵ月 

 を経て一応完成し、１６１１（慶長１６）年５月に堀越城から引っ越しした。 

③  １６２５（寛永２）年に青森港を開き、日本海側にある港に加えて東回りの航路の 

 拠点にした。 

④  新田開発にも力を入れ、五所川原、木造、金木など津軽平野の北部を開き、 

 岩木川治水、屏風山
びょうぶさん

植林を行った。 

⑤  １６２７（寛永４）年、落雷による火災で天守が焼失するなどの災いが続き、これは 

 何かの祟
たた

りと考え、幕府の顧問で天台宗の天海大僧正に相談し地名を「弘前」と改名 

 した。 

   

１０ 右の写真の建物に関する記述で 誤っているのは どれでしょう。 

 

   ① 弘前大学の前身である旧制弘前高等学校の外国人 

     教師館として、１９２５（大正１４）年に、中津 

     軽郡清水村富田地区に建てられた。 

   ② 昭和期は、弘前大学生の下宿や、喫茶店としても 

     利用され、学生の憩いの場として賑わった。 

   ③ ２００４（平成１６）年４月に弘前大学敷地内に移築復元された。 

   ④ 建設当初は隣にもう１棟並んで建てられ、２棟の間取りが左右対称につくられており 

     通称「双子の洋館」と呼ばれて親しまれていた。 

 

読解本Ｐ８６（改訂本Ｐ８８） 

難事件続発に奔走 ２代藩主 信枚（信牧） 

＊④は４代藩主 信政についての記述 

読解本Ｐ１５０（改訂本Ｐ１５２） 

４１旧制弘前高等学校外国人教師館 

＊②は、旧弘前市立図書館についての記述 
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１１ 江戸時代後期に書かれたとされる温泉番付「諸国温泉効能鑑」に「津軽嶽
だけ

の湯」が 

      番付されています。「津軽嶽の湯」の番付は どれでしょう。 

 

①  東の十 両
じゅうりょう

   ② 東の前頭
まえがしら

   ③ 東の大関
おおぜき

   ④ 東の横綱
よこづな

 

 

 

１２ 弘前市市制施行１００周年記念事業で、整備された建物の組み合わせで 

      正しいのは どれでしょう。 

 

      ア）観光館    イ）郷土文学館    ウ）旧市立図書館 

エ） 図書館    オ）笹森記念体育館 

 

 

 

 

 

 

１３ 弘前公園には、現在５つの城門が残っています。 

       城門の説明で 誤っているのは どれでしょう。 

 

① 桝形
ますがた

と呼ばれる虎口
こぐち

を持つ。この桝形は城門と土手を囲んで「コの字」をつくり、 

外敵の直進力をいったん阻み、そこに入った敵を全滅させる仕組みになっている 

 

② 城門は２層の櫓門
やぐらもん

になっていて、１層目の屋根を特に高く配し、全体を簡素な素木

造りとしており、全国の城門の中でも古形式の櫓門として注目されている 

 

③  北門（亀甲門）は、大浦城の大手門を移築したと伝えられている、多数の矢傷跡が 

残っていることから唯一実戦の痕跡をとどめる城門といわれている 

 

④ 郭外に向かって建つ城門のうち、北門（亀甲門）だけが門の前に橋が架かっている 

 

 
読解本Ｐ１５（改訂本Ｐ１５） 

２．３つの隅櫓と５つの城門 ２現存する５つの城門 

＊北門は、大浦城の大手門× → 大光寺城の大手門○ 

読解本Ｐ１８０（改訂本Ｐ１８２） 

おべさまＭＥＭＯ【江戸時代の温泉番付～嶽温泉は東の前頭～】 

① ア）・イ）   ② ウ）・エ）  ③ オ）・ア） 

④ イ）・ウ）   ⑤ 上記のすべて 読解本Ｐ１６６（改訂本Ｐ１６８） 

５．弘前市にある観光施設 ２追手門広場 



7 

 

１４ 明治時代、弘前ねぷたにも立佞
たちね

武
ぷ

多
た

のように、立った「組ねぷた」がありました。 

      右の写真は１９０８（明治４１）年、皇太子・嘉仁親王（のちの大正天皇）へ 

      ご覧に入れた ねぷたですが、どの団体によるものでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１５ 豪壮痛快、激しく流れる筆使いが動きのリズムと立体感を生む“行
ぎょう

書体
しょたい

ねぷた”と 

     称され、独自の画法を確立した“弘前ねぷた中興の祖”といわれる絵師は 誰でしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

１６ 弘前市市制施行９０周年記念ねぷたの見送り絵や、弘前文化センターの緞帳
どんちょう

などを 

      手掛けた日本を代表する日本画家は誰でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ７２（改訂本Ｐ７４） 

４． ねぷた絵師伝（伝説の絵師たち） 

① 前田 照
しょう

雲
うん

    ② 古川 武
たけ

治
じ

     ③ 三國 慶一
けいいち

 

④ 佐野 ぬい     ⑤ 工藤 甲人
こうじん

 

 

① 竹森 節堂
せつどう

      ② 石沢 龍 峡
りゅうきょう

     ③ 長谷川 達
たつ

温
おん

 

④ 阿部 義夫      ⑤ 棟方 志功 

 

読解本Ｐ２４６（改訂本Ｐ２４８） 

２．弘前出身の芸術家  工藤 甲人 

① 明治館
めいじかん

 

② 稽古館
けいこかん

 

③ 陽明館
ようめいかん

 

④ 北辰堂
ほくしんどう

 

読解本Ｐ６５（改訂本Ｐ６７） 

２．弘前ねぷたまつり  

４組ねぷたの完成と扇ねぷたの登場 
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１７ 昭和初期の弘前で、その健脚ぶりは“汽車より速い”と称され、 

      長距離ランナーとして活躍したのは 誰でしょう。 

 

 

①  笹森 順造   ② 前田 光世
みつよ

   ③ 道川
どうかわ

 茂作
もさく

   ④ 市川 宇門
うもん

 

 

 

 

１８ 弘前学院聖愛高等学校の前身「来
ラ

徳
イト

女学校」の創設当時の校舎は 

       どこにあったでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 昭和４０年代に まだ辛口の日本酒がブームではなかった時代、杜氏が こだわりを 

       もって つくった、津軽弁で「頑固者」の意味の名前を持つ六花酒造で醸造している 

       地酒ブランド名は どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ２６２（改訂本Ｐ２６４） 

７．弘前のスポーツ史  道川 茂作 

読解本Ｐ１１１（改訂本Ｐ１１３） 

２キリスト教とともに歩んだ東奥義塾と来徳女学校 

読解本Ｐ１９６（改訂本Ｐ１９８） 

２．弘前市の地酒  １六花酒造 

① 稽古館跡地（現 追手門広場） 

② 土手町（現 蓬莱広場） 

③ 弘前公園三の丸（現 弘前城植物園） 

④ 弘前美
メソ

似
ジスト

教会内（現 日本基督教団弘前教会） 

① 「じょんから」    ②「じょっぱり」    ③「けっぱれ」 

④ 「じゃわめぎ」    ⑤「もつけ」 
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２０ 明治時代、弘前の三大呉服店と呼ばれたのは、「角み」「角は」と、もう一つは 

      どれでしょう。 

 

①  角三
かくさん

   ② 中畑   ③ 久一
きゅういち

   ④ 桝三
ますさん

   ⑤ 角弘 

 

 

 

２１ 弘前城築城当初は、城の一部で、西
にし

外
そと

曲輪
くるわ

と呼ばれていた町は どこでしょう。 

 

①  紺屋町   ② 亀甲町   ③ 馬屋町  ④ 大浦町   ⑤ 鷹匠町 

 

 
 

２２ １９３７（昭和１２）年、ヘレン・ケラーが弘前にやって来て講演しました。 

      講演会場となった建物は現存していませんが、追手門広場内にあるミニチュア建造物 

      の中に、その建物を見ることが出来ます。その建物とは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

２３ 青森リンゴの発展に貢献した人たちの中に 渋川 傳
でん

次郎
じろう

（１８９８－１９９１）が 

      います。彼は何と呼ばれたでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ９８（改訂本Ｐ１００） 

３．明治・大正時代の弘前 ４商圏が本町から土手町へ 

読解本Ｐ１３０（改訂本Ｐ１３２） 

２．弘前に残る古町名 ■馬屋町 

① 旧弘前市役所    ② 弘前市公会堂    ③ かくは宮川デパート 

④ 旧制弘高講堂     ⑤ 慈善館 

 

おべさま年表Ｐ８８ 

① 青森りんごの開祖 

② ふじ育ての親 

③ 青森りんご戦後復興の祖 

④ りんごの神様 

読解本Ｐ５３（改訂本Ｐ５５） 

３．りんご王国 弘前 

２青森りんごの発展に貢献した人たち 
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２４ １９４４（昭和１９）年まで、弘前公園本丸に建っていた津軽家藩祖 為信公銅像の 

      台座は、現在、何に使われているでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

２５ 特に「力が入る時」などに使う津軽弁の組み合わせで、正しいのは どれでしょう。 

 
ア）  がっつど     イ） つけらっと   ウ） みっつど 

       

      エ）さんじゃらっと  オ） ゆったど    カ）こそらっと 

 

 

 

２６ 弘前市内には、明治大正時代に建てられた洋風建築物が数多く残っています。 

      １８７４（明治７）年に、弘前で 一番最初に 建てられたといわれる洋風建築物は 

      どれでしょう。 

 

 

 
 

 

 

 

① 弘前駅の「りんごの風」の台座 

② 最勝院の鐘楼の台座 

③ 市民中央広場の裸婦像の台座 

④ 文化センター前の津軽為信の台座 

読解本Ｐ１３１（改訂本Ｐ１３３） 

３．弘前の音風景 ２最勝院の鐘楼「平和の鐘」 

① ア）・ウ）  ② イ）・エ）  ③ ウ）・オ）  ④ エ）・カ）   ⑤ オ）・カ） 

読解本Ｐ２１７（改訂本Ｐ２１９） 

２．津軽弁について 【津軽弁一覧】 

① ② ③ ④ 

読解本Ｐ１４９（改訂本Ｐ１５１） 

おべさまＭＥＭＯ【ハイカラ気質のルーツを探る―赤格子館― 
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２７ 次に挙げる弘前出身の各人物の記述で誤っているのはどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

２８ 北限の弥生前期の遺跡として「教科書を書き替えた」と評判になった遺跡は 

       どれでしょう。 

 

      ① 早稲田遺跡     ② 砂沢遺跡     ③ 垂柳遺跡 

      ④ 中崎館遺跡     ⑤ 大森勝山遺跡 

 

 

 

 

２９ 岩木スカイラインの終点駐車場(八合目)から見渡せる景色で、 

誤っているのは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

①  平曲家・楠美
くすみ

晩
ばん

翠
すい

の 3男・恩三郎は、小学唱歌「お星様」を作曲した。 

②  本多庸一
よういつ

は東奥義塾の草創期における功労者で、青山学院院長を務めた。 

③  軍人の一戸兵衛
ひょうえ

は、陸軍大将・教育総監などを歴任し、退官後は学習院院長を務めた。 

④  岩川友太郎は、日本人による最初の貝類目録「日本産貝類標本目録」をつくった。 

⑤  今和次郎は、北海道大学総長を務め、ヒポクラス全集本邦初訳も手掛けた。 

読解本Ｐ２４２ほか（改訂本Ｐ２４４ほか） 

１．弘前の偉人  ＊⑤ 今 和次郎× → 今 裕○ 

読解本Ｐ８０（改訂本Ｐ８１） 

１．太古から戦国時代 ３弥生時代 

① 松前崎     ② 権現崎     ③ 十三湖   ④ 十和田湖 

読解本Ｐ１１７（改訂本Ｐ１１９） ７．旧岩木町史 

＊八合目駐車場は西側（日本海側）のため、東側にある

十和田湖は方角的に岩木山の陰になり見えない。 
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３０ 弘前公園のサクラが今日の類
たぐ

い希
まれ

な景観を生んだのには、弘前公園管理事務所 

初代所長 工藤長政さんの尽力による部分が大きいといわれます。 

工藤長政さんが、サクラを守るために行ったことで 誤っているのは どれでしょう。 

 

①  自らりんご農家に通いその管理技術の研究をはじめ、サクラと同じバラ科の 

リンゴの樹の管理技術を取り入れた。 

 

② それまで下乗橋を渡り本丸まで乗り入れていた観光バスを通行禁止にし、 

園内の入口に車止めを設置した。 

 

③ リンゴの剪定
せんてい

に習い、枯れた枝を切ろうという強行意見を封じ込め、 

「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の定説をかたくなに守り、自然蘇生に成功した。 

 

④ サクラの枯れた枝を剪定し蘇生させる弘前方式の手法を編みだし、それまで定説

であった「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という言葉を 覆
くつがえ

した。 

 

 

３１ 弘前公園には約２，６００本のサクラがあり、その７～８割はソメイヨシノです。 

ソメイヨシノは、２種類のサクラが交配してできた品種です。 

その組み合わせで正しいのはどれでしょう。 

 

 

ア）カスミザクラ    イ）オオヤマザクラ     ウ）アズマニシキ 

 

エ）エドヒガン     オ）オオシマザクラ 

 

① ア）・イ）  ② ウ）・エ）  ③  オ）・ア）  ④イ）・ウ）  ⑤ エ）・オ） 

 

 

３２ １９１８（大正７）年、和洋裁縫私塾からスタートした学校は どれでしょう。 

 

①  弘前中央高校    ② 聖愛高校    ③ 柴田学園高校    ④ 弘前実業高校 

 

読解本Ｐ３４（改訂本Ｐ３６） 

おべさまＭＥＭＯ【お城とさくらとりんごのまち②】 

読解本Ｐ３６（改訂本Ｐ３８） 

４．弘前公園で見られる主な桜の種・品種 

読解本Ｐ１１６（改訂本Ｐ１１８） 

おべさまＭＥＭＯ【弘前の高等学校あれこれ】 
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３３ 次の記述は右下の写真の建物を説明したものです。 

       （   ）に当てはまる正しい組み合わせは どれでしょう。 

 

   （ ア ）１作目の木村産業研究所では、（ イ ）のところ 

  で学んだ近代建築の５つの要素（ピロティ・独立骨組・自由な 

  平面・自由なファサード・屋上庭園）を最大限に表現した。 

  建築家（ ウ ）が、弘前を訪れた際、「どうして辺境の地に、 

  （ イ ）風の白亜の建物があるのか」と驚き絶賛したという 

  逸話が残されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ 津軽手踊りの特徴についての説明で、正しいのはどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ１６２（改訂本Ｐ１６４） 

３．前川國男設計建築物 １木村産業研究所 

① 綺麗な８の字を描くように腹斜筋を伸ばしたり縮めたりしながら踊る 

② エッチャホー、エッチャホーの掛け声とともに威風堂々行進する流し踊り 

③ ラッセラーの掛け声とともに、左右の足を交互に片足で跳躍しながら踊る 

④ 手に鳴子を持ち上半身だけを激しく動かし、豊かな表情で踊る 

⑤ 津軽民謡の伴奏に合わせ、旋回と跳躍運動からなり、中腰、つま先立ちで踊る 

読解本Ｐ２２４（改訂本Ｐ２２６） 

おべさまＭＥＭＯ【津軽手踊り】 

 

① ア：ブルーノ・タウト  イ：前川 國男
くにお

      ウ：ル・コルビュジエ 

② ア：前川 國男      イ：ル・コルビュジエ   ウ：ブルーノ・タウト 

③ ア：ル・コルビュジエ  イ：ブルーノ・タウト   ウ：前川 國男 

④ ア：前川 國男      イ：堀江 佐吉      ウ：ル・コルビュジエ 
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３５ 津軽地方では、冬(１月～３月)に行われる民間信仰行事が多いですが、 

冬に行われない のはどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

３６ 右の絵の建物は、現在展示館として使われていますが、昔は呉服店でした。 

       呉服店名は どれでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ 弘前城 菊と紅葉まつりの記述で 誤っているのは どれでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ２２２（改訂本Ｐ２２４） 

３．津軽の民間信仰 

おべさま年表Ｐ３９ 

読解本Ｐ２４（改訂本Ｐ２６） 

弘前城菊と紅葉まつり 

 

① 角は呉服店 

② 角三呉服店 

③ 角み呉服店 

④ 久一呉服店 

 

① 相馬ろうそくまつり   ② 七日堂
なのかどう

祭
さい

         ③ 百万遍
ひゃくまんべん

 

④ 乳
に

穂ヶ滝
お が た き

氷
こおり

祭
まつり

     ⑤ 鬼
き

神社
じんじゃ

しめ縄
なわ

奉納
ほうのう

裸参
はだかまい

り 

① メイン会場は、弘前城植物園である。 

② 秋の紅葉を楽しみ、互いに育てた菊を持ち寄って品評会をした観桜会
かんおうかい

がルーツ。 

③ 菊人形場面は、主にＮＨＫ大河ドラマや時代劇等がテーマとなっている。 

④ 欧米の庭園にも見られる菊のトピアリー（造形菊）も展示される。 

⑤ 開催期間は、毎年１０月下旬から１１月上旬頃である。 
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３８ 弘前城の北の郭に、舘
たて

神
がみ

として祀
まつ

っていたのは誰の坐像
ざぞう

でしょう。 

 
① 織田信長     ② 豊臣秀吉    ③ 徳川家康    ④ 津軽為信    ⑤ 津軽信枚 

 

 

 

３９ 第八師団が時間を知らせるために使っていた空砲は何と呼ばれていたでしょう。 

 

① バン    ② ボン   ③ ゴン   ④ ドン   ⑤ ダン 

 

 

４０ 「津軽あいや節」の由来についての記述で正しいのはどれでしょう。 

 

① 明治初期、塩造りが盛んであった浅虫村(現・青森市)の塩づくりの人夫たちが塩釜に海

水を入れる作業の時に唄ったものを母体にしているといわれている。 

② 一般の津軽民謡は二拍子系統だが、三拍子系統で、日本は稀な拍子であることから外国

から入ってきたものではないかといわれている。 

③ 鰺ヶ沢湊に陸揚げされたニシンを売り歩く商人が唄ったといわれ、弘前城下まで通った

駄賃
だちん

づけの荷方
にがた

の馬子
ま ご

が唄ったものといわれている。 

④ １５９７ (慶長２)年、南津軽郡 浅瀬石城主・千
せん

徳
とく

政
まさ

氏
うじ

が、津軽為
ため

信
のぶ

に滅ぼされた。

政氏死後も為信は追討をやめず、その戦いで炎上した千徳氏の菩提
ぼだい

寺・神宗
しんそう

寺の僧・ 

常椽
じょうえん

は、抗議の意味をこめて本尊を背負って、上川原
じょうかわら

に身を投げた。この悲劇を歌っ

た口説
くどき

節であるといわれている。 

 

読解本Ｐ１９（改訂本Ｐ１９） 

３．弘前公園 ６北の郭（内北の郭/北御丸/小丸） 

読解本Ｐ１０８（改訂本Ｐ１１０） 

おべさまＭＥＭＯ【午砲“ドン”】 

読解本Ｐ２２５（改訂本Ｐ２２７） 

５．津軽民謡と津軽三味線 ４津軽あいや節 
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４１ 弘前市りんご公園には多くの石碑があります。「物は乏しいが空は青く雪は白く、 

林檎は赤く、女達は美しい国、それが津軽だ」の言葉が刻まれた碑はどれでしょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４２ 江戸時代中期以前、鍛冶町と呼ばれていいた町はどれでしょう。 

 

ア）本町
ほんちょう

   イ）在府
ざいふ

町
ちょう

  ウ）覚仙
かくせん

町
ちょう

  エ）小人
こびと

町
ちょう

   オ）紺屋
こんや

町
まち

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４３ 旧碇ヶ関の村長宅であった住宅は どれでしょう。 

 

    
 

 

 

 

① リンゴ追分の歌碑 

② 少女像「りんご園」 

③ 石坂洋次郎 文学碑 

④ ふるさとの花・リンゴの花歌碑 

⑤ 斜里町友好都市交流３０周年記念碑 

 

読解本Ｐ５８（改訂本Ｐ６０） 

おべさまＭＥＭＯ 

【碑もいっぱいある弘前市りんご公園】 

① ア）・ウ）・エ）     ② イ）・エ）     ③ ア）・ウ） 

④ エ）のみ         ⑤ 上記のすべて 

読解本Ｐ１２７（改訂本Ｐ１２９） 

２．弘前に残る古町名 

①：旧岩田家住宅 ④：旧小山内家住宅 ③：旧笹森家住宅 ②：旧藤田家住宅 

読解本Ｐ１４７（改訂本Ｐ１４９） 

３０旧藤田家住宅（太宰治まなびの家） 
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４４ マタギは狩猟中には 山言葉で話すのが慣わしです。 カモシカを何と言うでしょう。 

 

① イタズ    ② ダンジリ  ③ アオジン   ④ ズリ    ⑤ ワッカ 

 

４５ 通常、凧の骨は竹が使われますが、津軽地方では寒さで竹がなかなか育たない 

ため、津軽凧には、別のものを骨として用いるようになりました。 

それはどれでしょう。 

 
① ヒバ材        ② ブナ材      ③ ヒノキ材     ④ スギ材   ⑤ マツ材 

 

 

４６ 弘前出身の三浦徳子
よしこ

が作詞した八神
やがみ

純子のヒット曲はどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７ 国民的人気歌手を主演に、ラジオ東京(現ＴＢＳ)の人気連続ドラマを映画化した 

弘前でロケが行われた作品はどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ１６９（改訂本Ｐ１７１） 

おべさまＭＥＭＯ【白神山地あれこれ】 

 

読解本Ｐ２０７（改訂本Ｐ２０９） 

１．弘前市の伝統工芸品 ８津軽凧 

① 「みずいろの雨」  ②「ス・ト・リ・ッ・パー」  ③「万華鏡」 

④ 「夏色のナンシー」 ⑤「真夜中のドア」 

読解本Ｐ２４９（改訂本Ｐ２５１） 

八神純子の「みずいろの雨」 

① 八甲田山       ② 青い山脈     ③ リンゴ園の少女 

④ 刑事物語２     ⑤ 夢の祭り 

読解本Ｐ２５７（改訂本Ｐ２５９） 

６．弘前が舞台となった作品 
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４８ サトウハチロー、佐藤愛子の父で、「あゝ玉杯に花うけて」「英雄行進曲」などの 

少年少女向けの小説作品で一世を風靡
ふうび

した人物は誰でしょう。 

 

① 佐藤尚武    ② 佐藤愛麿    ③ 佐藤紅緑   ④ 佐藤生朗 

 

 

４９ 北欧では「森の聖母」と呼ばれるほど木質も美しい木を加工してつくる 

弘前の工芸品はどれでしょう。 
 

① 弘前こけし   ② 津軽塗   ③ ＢＵＮＡＣО   ④ 津軽桐下駄 

 

 

５０ 小正月につくられる郷土料理「けの汁」は、お嫁さんが正月に実家に帰る間の 

つくりおき料理とも言われています。けの汁の「け」とは、何のことでしょう。 

 

① 毛
け

     ② 垢穢
く え

    ③ 軽
かるい

    ④ 粥
かゆ

    ⑤ 蟹
かに

 

 

５１ 旧相馬村に関する記述で誤っているのは どれでしょう。 

 

   ① 鎌倉幕府執権・北条 高時の家臣一門の残党が奥羽津軽に逃れ、 

     最後に籠城した持寄城の跡が残っている。 

   ② 旧相馬村は長慶天皇に関する伝承が残っており、水木在家、里見、杉沢、宮舘、折笠等 

     の村内の地名は、長慶天皇を守護した家臣の名が そのまま残ったものだといわれている。 

   ③ 京都嵯峨の慶寿院が御陵と指定されるまで長慶天皇御陵参考地の１つであった。 

   ④ 毎年旧暦の小正月の１５日に沢田地区で、農作物の豊作祈願のための裸参りが行われ、 

     新しい年縄を神明宮に奉納する行事が行われている。 

⑤  昭和初期～昭和３０年代まで、舟打鉱山があった。 

読解本Ｐ２３４（改訂本Ｐ２３６） 

１．弘前市出身の文学者 ２明治から大正期に活躍した文人 

読解本Ｐ２０８（改訂本Ｐ２１０） 

１６ＢＵＮＡＣО 

読解本Ｐ１１９（改訂本Ｐ１２１） 

８．旧相馬村史 

読解本Ｐ１９０（改訂本Ｐ１９２） 

１．弘前市のグルメ ４粥の汁 
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５２ 津軽地方の獅子踊りは、その獅子頭の形から２つの系統に分かれるといいます。 

２つの系統の組み合わせで正しいのはどれでしょう。 

 

ア）熊
くま

獅子  イ）龍
りゅう

獅子  ウ） 猪
いのしし

獅子  エ）麒麟
きりん

獅子  オ）鹿
しか

獅子 

 

 

 

 

 

 

５３ 津軽藩ねぷた村にある市指定文化財「揚
よう

亀
き

庵
あん

」は、ある呉服店の離れ座敷でした。 

その呉服店だった建物の、現在の施設名または店舗名は どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

５４ リンゴにまつわる話として誤っているのは どれでしょう。 

 

    ① 男性の喉ぼとけは「アダムのりんご」と呼ばれている。 

    ② リンゴの花言葉には「清純」「選ばれた恋」「誘惑」「後悔」などがある。 

    ③ 「１日１個のりんごは医者を遠ざける」というイギリスのことわざがある。 

    ④ 欧米ではハロウィンの時、リンゴをくり抜き、目、鼻、口をつけ、中に火のついた 

      ローソクを立て、魔除けとして家の戸口に飾る風習がある。 

 

 

 

 

① ア)・イ)  ② イ)・ウ)  ③ ウ）・エ)  ④ エ)・オ)  ⑤ ア)・オ) 

読解本Ｐ２２３（改訂本Ｐ２２５） 

４．津軽の伝統芸能 １獅子踊り 

読解本Ｐ１６４（改訂本Ｐ１６６） 

４．弘前市にある庭園 

読解本Ｐ４２（改訂本Ｐ４４） 

１． りんご １りんごの特徴 

＊④ リンゴ× → カボチャ○ 

① 高砂そば        ② 開雲堂      ③ 百石町展示館 

④ 小堀旅館        ⑤ 黒沼質店 
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５５ 「白神
しらかみ

」という意味を持たせた造語がネーミングの由来となっている 

Ｊリーグ入りを目指す弘前のサッカーチームはどれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

５６ 有料観光貸し自転車「サイクルネットＨＩＲＯＳＡＫＩ」は、弘前市内５ヵ所に 

      貸し出しステーションがあります。５ヵ所の貸し出しステーションの組み合わせで 

      正しいのは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５７ 次の写真の人物の中で、弘前市長を務めたことがある人は 何人いるでしょう。 

 

          

①  １人     ② ２人     ③ ３人     ④ ４人（全員） 

 

 

① 観光案内所・観光館・まちなか情報センター・りんご公園・津軽藩ねぷた村 

② 弘前公園・弘前市役所・藤田記念庭園・長勝寺・観光案内所 

③ 岩木山神社・りんご公園・津軽藩ねぷた村・運動公園・弘前市役所 

④ 中三弘前店・さくら野弘前店・イトーヨーカドー弘前店・アプリーズ・ヒロロ 

読解本Ｐ２７０（改訂本Ｐ２７４） 

・サイクルネットＨＩＲＯＳＡＫＩ 

読解本Ｐ２４３ほか（改訂本Ｐ２４５ほか） １．弘前の偉人 ①菊池九郎（旧弘前市初代/第７代市長）、 

②笹森儀助（旧青森市第２代市長）、③津軽承昭（第１２代藩主/弘前藩知事）④伊東重（旧弘前市第８代市長） 

① ブランデュー    ② バンラーレ      ③ ラインメール 

④ リベロ       ⑤ ホワイトゴッド 

読解本Ｐ２６４（改訂本Ｐ２６８） 

おべさまＭＥＭＯ【チーム名の由来あれこれ】 
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５８ 戦後歌謡史に残る名曲「あゝ上野駅」を歌い、上野駅前に歌碑が建立された 

      弘前出身の歌手は誰でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５９ 弘前公園のサクラは、１７１５ (正徳５)年、弘前藩士がある場所から持ち帰った 
カスミザクラ等２５本を植えたのがはじまりといわれています。 

それらのサクラはどこから持ち帰ったでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

６０ 伝統工芸品「こぎん刺し」の説明で 誤っているのは どれでしょう。 

 

① 布地の横糸に沿って縦糸の本数を数えながら刺していく 

② こぎんは岩木川流域に広がっているが、地域によって大きく３つに分けられる。 

③ 藍染の麻地に白い木綿糸で織目に沿って手刺しするのが特徴。 

④ 今日では、木綿地やウール地なども用いられ、色彩も多様さを増している。 

    ⑤ 縦糸に沿って偶数の目を数えながら刺して、１段目を刺し終えると、２段目、３段目 

      と順に刺していく。 

 

① 春日
かすが

 八郎       ② 井沢 八郎     ③ サトウハチロー 

④ 黒石 八郎      ⑤ 宅 八郎 読解本Ｐ２４８（改訂本Ｐ２５０） 

３．パフォーマー １歌手 井沢八郎 

① 江戸の染井村      ② 京都嵐山       ③ 福島の三春山 

④ 長野の高遠町     ⑤ 秋田の角館 読解本Ｐ２９（改訂本Ｐ３１） 

２．弘前桜ＨＩＳＴＯＲＹ 

１弘前公園に桜が植えられたきっかけ 

読解本Ｐ２０７（改訂本Ｐ２０９） 

１．弘前市の伝統工芸品 ６こぎん刺し 
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６１ 右下のイラストは、「弘前ねぷた（組ねぷた）」の裏面(後面)を示したものです。 

       矢印（→）で示した部分は、何と呼ばれているでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６２ 津軽統一を目指し、初代藩主 為信が、１５７１（元亀２）年に攻略した城の 

      組み合わせで、正しいのは どれでしょう。 

 
      ア）浪岡城  イ）和徳城  ウ）石川城  エ）高楯

たかだて

城  オ）浅瀬石城 

 

 

 

 

 

 

６３ 弘前市指定文化財で、無形文化財に指定されているのは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ６９（改訂本Ｐ７１） 

３．ねぷたの製作と運行隊形 ②組ねぷたの製作と構造 

① ア)・イ）   ② イ)・ウ)   ③ ウ)・エ)   ④ エ)・オ)   ⑤ ア)・オ) 

読解本Ｐ８３（改訂本Ｐ８５） 

１為信の津軽統一 ２為信ゆかり・攻略した弘前の城 

読解本Ｐ１５７（改訂本Ｐ１５９） 

【弘前市指定文化財】 

① 蛇腹
じゃばら

 

② 肩
かた

 

③ 袖
そで

 

④ 高欄
こうらん

 

⑤ 板隠
いたかくし

 

 

① 久渡寺のオシラ講の習俗   ②卜傳
ぼくでん

流剣術         ③ 津軽神楽 

④ 根笹派大音笹流錦風流尺八  ⑤ 津軽のイタコ習俗 
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６４ 大正に入ると活動写真が市民の間で親しまれるようになりました。 

   孤児救済基金を工面するために、東北育児院（現 弘前愛成園）を経営する 

    佐々木五三郎が富田大通りに建てた映画館は どれでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

６５ 次のキーワードに関する特徴を持つ弘前市近郊の市町村は どれでしょう。 

 

 

 

 

 

① 黒石市    ② 平川市    ③ 大鰐町    ④ 田舎館村 

 

 

 

６６ 弘前さくらまつりの前身である大正期の「観桜会」では、現在では考えられない 

       ことがたくさん行われていました。 正しい組み合わせは どれでしょう。 

 

      ア）旧弘前高校の学生たちが夜にファイヤーストームをしていた。 

      イ）自転車競争が行われ、勝敗を賭けていた。 

      ウ）本丸から西の郭へロープを渡し、スリルを楽しむロープウェイが人気を博した。 

      エ）天守にイルミネーションをつけていた。 

 
①  ア)･イ)･ウ)  ② イ)･エ)  ③ ア)･ウ)  ④ エ)のみ  ⑤ 上記のすべて 

 

 

 

① 征
まさ

木
き

座       ② 弘前座      ③ 慈善館
じぜんかん

 

④ 方円館
ほうえんかん

       ⑤ 蓬莱館
ほうらいかん

 読解本Ｐ２４４（改訂本Ｐ２４６） 

１．弘前の偉人 ・佐々木五三郎 

読解本Ｐ１６８（改訂本Ｐ１７０） 

６．広域観光 ２平川市 

読解本Ｐ３０～３１（改訂本Ｐ３２～３３） 

２第１回「観桜会」 

おべさまＭＥＭＯ【観桜会（大正期）あれこれ】 

世界一の扇ねぷた ・ 弘前藩の関所 ・ 借りぐらしのアリエッティ 
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６７ 詩人、歌人、劇作家、シナリオライターと様々なジャンルで活躍した寺山 修司の 

       プロフィールに関する記述で 正しいのは どれでしょう。 

 

   ① 県立青森中学校を卒業し、旧制弘前高等学校に入学。弘前の藤田 豊三郎宅に下宿。 

     ２歳年下の藤田家長男 本太郎とさくらまつりに出かけたり、チェスに興じる。 

     マルクス主義、泉 鏡花や芥川 龍之介の作品に傾倒。同学在籍中に芥川 龍之介が自殺、 

     大きな衝撃を受ける。 

   ② 弘前高等学校、明治大学農学部卒業。同大学山岳部ＯＢ。小学校の時から登山に親しみ 

     家を出てから下駄ばきで岩木山登山をして帰ってきたという逸話がある。 

     １９８４（昭和５９）年にはアラスカ・マッキンリーで行方不明になった先輩仲間の 

     植村 直己の捜索にも参加している。 

   ③ 弘前市で生まれる。明治大学文学部卒業。世界各地を放浪ののち、週刊誌記者を経て 

     「スパイ特急」で作家としてデビュー。１９８７（昭和６２）年「脱出のパスポート」 

     で直木賞候補に。スパイ小説、歴史小説等を数多く執筆した。 

   ④ 父は警察官で、１９３５（昭和１０）年に秩父宮殿下が第八師団の歩兵第三十一連隊 

     大隊長として赴任した際に、紺屋町に仮邸があったことから、その警護のために 

     紺屋町に転勤、寺山はその時に弘前公園西濠の近くの紺屋町で生まれた。 

 

 

６８ 次の文章は、流人
るにん

 花山院
かざんいん

忠
ただ

長
なが

が、弘前のある風景を詠んだものです。 

      その風景は どれでしょう。 

 
 

 

 
 

 

 

読解本Ｐ２３６（改訂本Ｐ２３８） 

１．弘前市出身の文学者・寺山修司 

「池にうつる岩木は不二の姿にて なかめは庭の三保の松原」 

① 岩木川     ② 弘前城蓮池
はすいけ

     ③ 弘前城外濠（北側） 

④ 南溜
みなみため

池
いけ

     ⑤ 廻
まわり

堰
ぜき

大溜
おおため

池
いけ

（津軽富士見湖） 

読解本Ｐ２２９（改訂本Ｐ２３１） 

おべさまＭＥＭＯ【流人がもたらした風流文化】 
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６９ 弘前市出身の名横綱 若乃花（花田勝治）は、りんご農家の１０人兄弟の長男として、 

      弘前市内に生まれました。 出身地域（町名）は どこでしょう。 

 

① 三世寺
さ ん ぜ じ

     ② 青
あお

女子
な ご

    ③ 常盤坂
ときわざか

    ④ 原ケ
はらが

平
たい

 

 

７０ 右下の写真のりんごのオブジェは どこにあるでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

７１ ３代藩主・津軽 信義
のぶよし

の側室・与曾
よ そ

に関する記述で正しいのは どれでしょう。 

 

      ア）津軽の旧豪族 添田氏の娘で、初めは於止
お と

久
く

（お徳）と呼ばれていた 

      イ）悪戸村の農家に生まれ、鷹狩りに出掛けた信義が水を求めて立ち寄った際に 

        ふだん使っている茶碗の縁を欠き、今までと違ったものとして差し出すという 

        才知を示した 

      ウ）菊の花ひそやかな美しさを愛し、庭に植えて楽しんだほか、着物や身の回り 

        すべてを菊で飾り「菊御前」と呼ばれた 

      エ）北の丸に住んで、４代藩主となった信政など５人の子供を産んだ 

      オ）「悪戸御前」と呼ばれ、信義亡き後は、長泉院と称し、報徳寺に葬られた 

 

①  ア)･ウ)･エ)  ② イ)･エ)  ③ ア)･ウ)  ④ エ)のみ  ⑤ 上記のすべて 

読解本Ｐ２６２（改訂本Ｐ２６４） 

７．弘前のスポーツ史 ・初代 若乃花 

読解本Ｐ５９（改訂本Ｐ６１）いろんなりんご、みーつけた！ 

読解本Ｐ８９（改訂本Ｐ９１）おべさまＭＥＭＯ【菊御前と悪戸御前】 

 

① あずましロード 

② 蓬莱広場 

③ えきどてプロムナード 

④ アップルロード 
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７２ １９４４（昭和１９）年８月、弘前城本丸にあった藩祖 津軽為信の銅像が 

      金属供出で送られた場所は どこでしょう。 

 
 

 

 

 

７３ 青森リンゴの父といわれる外崎
とのさき

 嘉
か

七
しち

がりんごの栽培技術を確立させた農場の名前は、 

       どれでしょう。 

 

① 鷹揚
ようよう

園
えん

    ② 遑止
こうし

園
えん

    ③ 瑞
ずい

楽園
らくえん

    ④ 愛
あい

成
せい

園
えん

    ⑤ 向陽
こうよう

園
えん

 

 

 

７４ 堀江佐吉が建築工事に携わったもので、古い順から並んでいるのは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７５ 津軽三味線の原型は、どこから津軽に入って来たといわれているでしょう。 

 

① 熊本    ② 京都   ③ 金沢   ④ 新潟    ⑤ 松前 

 

 

 

① 尾太鉱山      ② 小坂鉱山      ③ 舟打鉱山 

④ 尾去沢鉱山     ⑤ 松尾鉱山 
読解本Ｐ１０１（改訂本Ｐ１０３） 

４．激動の昭和・平成時代  

１戦前・戦中・戦後 

おべさま年表Ｐ５４ 

１９０８（明治４１）年 

 

ア）旧津島家住宅（斜陽館）  イ）旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館） 

ウ）旧弘前市立図書館        エ）弘前城本丸石垣修復工事（１回目の天守曳屋
ひきや

） 

① イ）→ウ）→ア）→エ） 

② ア）→イ）→ウ）→エ） 

③ ウ）→ア）→エ）→イ） 

④ エ）→イ）→ウ）→ア） 

ア）１９０７（明治４０）年→おべさま年表Ｐ５３  

イ）１９０４（明治３７）年→おべさま年表Ｐ５０ 

ウ）１９０６（明治３９）年→おべさま年表Ｐ５２ 

エ）１８９６（明治２９）年→おべさま年表Ｐ４６  

読解本Ｐ２２７（改訂本Ｐ２２９） 

５．津軽民謡と津軽三味線 ８津軽三味線の歴史 
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７６ 冬の味覚の１つにタツ鍋がありますが、タツとは何のことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７ 弘前城天守は現在、曳屋
ひきや

により、本丸の中央部に仮
かり

置
お

きされていますが、 

  弘前には他にも曳屋や移築等により、場所を移した由緒ある建物が多く存在します。 

   建築当初から同じ場所にある建物は どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７８ 「十二単を拡げたようで、透き通るくらいに嬋娟
せんけん

たる美女」と岩木山を喩
たと

えた 

      文豪はだれでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ１９１（改訂本Ｐ１９３） 

１．弘前市のグルメ ７じゃっぱ汁 

① タツのオトシゴ   ② ハタハタの子   ③ タラの白子 

④ タラのアラ     ⑤ きりたんぽ 

① 旧弘前市立図書館 

② 弘前学院外人宣教師館    

③ 旧第八師団長官舎 

④ 旧第五十九銀行本店本館   

⑤ 日本基督教団弘前教会 

① 旧弘前市立図書館→［移築］読解本Ｐ１５２（改訂版Ｐ１５４） 

② 弘前学院外人宣教師館→［移築］おべさま年表Ｐ５２ 

③ 旧第八師団長官舎→［曳屋］読解本Ｐ１５１（改訂版Ｐ１５３） 

④ 旧第五十九銀行本店本館 

→［曳屋］読解本Ｐ１５０（改訂版Ｐ１５２） 

⑤  日本基督教団弘前教会 

→［建設当初から同じ場所］読解本Ｐ１５２（改訂版Ｐ１５４） 

① 石坂 洋次郎    ② 陸 羯南     ③ 高木 恭造 

④ 太宰 治      ⑤ 今 官一 読解本Ｐ１３６（改訂本Ｐ１３８） 

おべさまＭＥＭＯ 

【いろんなものに形容される岩木山】 
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７９ 仲町伝統的建造物群保存地区に関する記述で誤っているのは どれでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８０ 次の文章は、弘前市内にある坂について述べたものです。 

      （   ）のア～ウに当てはまる正しい組み合わせは どれでしょう。 

 

      弘前は坂道の多い街である。本町から鍛治町方面へ下る（ ア ）、 

南塘グランドから 桶屋町へ下る（ イ ）、禅林街と下町をつなぐ 

（ ウ ）などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解本Ｐ１２２（改訂本Ｐ１２４） 

１． 弘前の街並み １仲町伝統的建造物群保存地区 

① ア：一番町坂 イ：加藤坂  ウ：新町坂 

② ア：常盤坂  イ：賀田坂  ウ：桔梗野坂 

③ ア：新坂   イ：古坂   ウ：長坂 

④ ア：本町坂  イ：辻坂   ウ：常源寺坂 

① 現在の面積は若党町、馬喰町、小人町からなる約１０．６㌶である。 

② 重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 

③ 当初は北門が大手とされていたため、仲町地区は大手先の守りとして町割りされた。 

④ 道幅７尺（２．１㍍）は生垣とともに戦闘の際に槍を突くのに都合が良かったため。 

⑤ 旧石場家、旧岩田家、旧伊東家、旧梅田家、旧笹森家など、武士住居遺構がある。 

読解本Ｐ１２５（改訂本Ｐ１２７） 

１．弘前の街並み １２坂道 
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８１から８８までは記述式問題です。 設問に従い適当な用語を記入してください。 
 

 

８１ 次の文章は、こぎん刺しについて述べたものです。 

       （   ）のア～エに当てはまる語句を記入しなさい。＜記述式＞ 

 

    弘前城から見て西側、中津軽郡の一帯でつくられたのが（ ア ）こぎん。山に入って 

   重い荷物を背負うために（ イ ）の部分に黒糸と白糸で交互に刺した縞があることから、 

   縞こぎんとも呼ばれている。弘前城から見て東側に広がる穀倉地帯でつくられたのは 

   （ ウ ）こぎん。田んぼの畔を思わせる枠模様を数種組み合わせ、その中に単位模様を 

   展開するのは、田園風景を連想させる。岩木川の下流にあたる旧（ エ ）町を中心に 

   つくられたのが三縞こぎん。胸と背に太い三筋の縞模様が入っているのが特徴。 

ア：西  イ：肩  ウ：東  エ：金木 

 

 

８２ 次の文章は、津軽民謡について述べたものです。 

       （   ）のア～ウに当てはまる語句を記入しなさい。＜記述式＞ 

 

     津軽民謡には、津軽の三つものといわれる民謡と津軽（ ア ）がある。 

    三つものは、「津軽おはら節」「津軽じょんから節」「津軽（ イ ）節」で、 

    （ ア ）は、これら三つものに「津軽（ ウ ）節」「津軽三下り」が加わったものをいう。 

ア：五大民謡  イ：よされ ウ：あいや 

 

 

８３ 珍田 捨巳、佐藤 愛麿、伊東 重に共通する学校名を記入しなさい。＜記述式＞ 

東奥義塾高校 

 

 

 

読解本Ｐ２１０（改訂本Ｐ２１２） 

おべさまＭＥＭＯ【こぎんの種類】 

読解本Ｐ２２５（改訂本Ｐ２２７） 

５．津軽民謡と津軽三味線 

読解本Ｐ１１１（改訂本Ｐ１１３） 

２キリスト教とともに歩んだ東奥義塾と来徳女学校 
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８４ 次の文章は、リンゴが本県にもたらされた歴史について述べたものです。 

       （   ）のア～エに当てはまる数字を記入しなさい。＜記述式＞ 

 

    明治（ ア ）年の春、当時の内務省勧業寮から、アメリカ産の苗木（ イ ）本が、 

   本県に配布されたのが本県りんご産業のはじまりと言われている。この年、全部で３回、 

   計３０８本のりんごの苗木が配布され、生活に困っていた旧士族や一部の篤農家に試植 

   させた。 

    明治（ ウ ）年には相良町（現 在府町）の養蚕家 山野茂樹が屋敷の畑（現 弘前大学 

   医学部）に試植した「紅魁」（ エ ）個が本県で初めて結実した。 

ア：８  イ：３  ウ：１０  エ：３  

 

 

 

８５ その神髄は「拝む庭」といわれ、弘前と黒石を中心とした津軽地方一帯に集中する 

      作庭様式の庭を何というでしょう。＜記述式＞ 

大石武学流（庭園） 

 

８６ 嶽
だけ

地区で栽培され、品名に「嶽」を冠している野菜の名前を２つ記入しなさい。 

      ＜記述式＞                        嶽きみ、嶽わさび 

 

８７ 重要無形文化財に指定されている「津軽塗」の伝統的な４つの技法（塗の種類） 

      があります。４つの技法のうち、２つを記入しなさい。＜記述式＞ 

唐塗、七々子塗、紋紗塗、錦塗 のいずれか２つ 

 

８８ 弘前公園内の現存する櫓の名前を３つ全て記入しなさい。＜記述式＞ 

丑寅櫓、辰巳櫓、未申櫓 

読解本Ｐ４９（改訂本Ｐ５１） １弘前りんごの誕生 ①明治時代 

読解本Ｐ５１（改訂本Ｐ５３）おべさまＭＥＭＯ【りんご 大味だった昔の品種 多くの加工品が誕生】 

読解本Ｐ１６５（改訂本Ｐ１６７） 

おべさまＭＥＭＯ【大石武学流作庭】 

読解本Ｐ１９９～２００（改訂本Ｐ２０１～２０２） 

４．弘前市の食材・調味料・市場 ３秋の食材 １０嶽わさび 

読解本Ｐ２０９（改訂本Ｐ２１１） 

おべさまＭＥＭＯ【津軽の特産品あれこれ】 

読解本Ｐ１４（改訂本Ｐ１４） 

おべさまＭＥＭＯ【弘前城あれこれ】弘前公園マップ 


