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綾瀬市内最大の畑作地が広がり、ダイヤモンド富士
も見られる見晴らしの良い場所はどこでしょうか。

①蓼川
②春日原
③大上
④落合

17

「青い宝石」と言われ、とてもきれいな鳥で、綾瀬市
の「市の鳥」に制定されていますが、姿を見ることが
なかなかできません。
「魚とりの名人」、いえ「名鳥」です。さて、なんという
鳥でしょうか。

①サギ
②カモ
③セキレイ
④カワセミ

18
綾瀬市内でたくさんのホタルの飛翔が確認されてい
る公園があります。それはどこでしょうか。

①光綾公園
②綾南公園
③蟹ヶ谷公園
④城山公園

19

２０００（平成１２）年、綾瀬市では「緑のネットワーク
構想推進」に着手しました。この構想によって、一番
最初に推薦を受け、誕生した自然公園的な森林は
どこでしょうか。

①取内の森
②キツツキの森
③長峰の森
④野あざみの森

綾瀬市の自然

綾瀬市には富士山が良く見える場所が何か所かあります。その一つの「春日原」から見る富士山は全景が良く見
えます。
年に２回（３月と９月ころ）、条件さえ良ければダイヤモンド富士が見える日が数日ありますが、その期間は市役所
屋上が閉庁時間後も開放されています。
綾瀬市では２０１７（平成２９）年に「富士山景観コンテスト」も開催されたほどです。

②春日原

④カワセミ

カワセミは、川、湖、沼などの水辺に棲み、木の枝や岩の上で魚が水面近くに上がってくるのを待ちます。また、ヘ
リコプターのように空中で停止（約１０秒くらい）して魚を探します。食べ物は、ほとんど魚で、たまにサワガニ、カワ
エビ、オタマジャクシ、水中昆虫を食べます。
２００２（平成１４）年に「市の鳥」として制定されました。

ホタルは湧水や清流のほとりに生息します。
１９６０年代くらいまでは綾瀬市内のいたるところでホタルの飛翔を楽しむことができました。
しかし、河川の汚濁や農薬などの使用、また土地の開発などで湧水が多くのところで枯れてしまい、現在では、今
でも湧水がこんこんとわいている城山公園の西側の一角で見ることができるだけです。
実は、この場所も一度は絶滅の危機に陥りましたが、ホタル保存会のボランティア活動などで現在まで維持されて
います。
正確には、もう一カ所ホタルの生息が確認されているところがありますが、保護のため公表はされていません。
ヘイケボタルも数年前までは生息が確認されていましたが、現在確認されているのは、ゲンジボタルだけです。

④城山公園
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縞模様が薄く、昭和２０年代に大人気だった綾瀬産
のスイカの名前はなんでしょうか。

①城山スイカ
②綾瀬スイカ
③高座スイカ
④早川スイカ

21
綾瀬市は「ものづくりのまち」と言われて、中小企業
の数が神奈川県内で４番目の多さですが、約何社
あるでしょうか。

①約１２０社
②約２４０社
③約３８０社
④約５１０社

22

綾瀬市は“菜速”野菜のまちをキャッチフレーズにし
て、野菜の鮮度や品質にこだわり、店頭に届けてい
ることから年々高い評価を得ています。
都市に近いという利点を生かして横浜などに何時間
以内に届けているでしょうか。

①３時間
②６時間
③９時間
④１２時間

綾瀬市の産業

③長峰の森

長峰の森は、市の「緑のネットワーク構想推進」 の一つとして地権者、自治会、ボランティア有志の方々の協力に
より２００８（平成１２）年自然公園としてスタートしました。運営は管理委員会が中心となり、市のみどり公園課の支
援のもと活動しています。
長峰の森は、光綾公園に隣接していて多くの市民に親しまれています。毎年小学生たちが「森林観察学習会」に訪
れてもいます。また、青年会議所によるキャンプ大会や、老人会によるバーベキュ会の会場としても利用されてい
ます。
「緑のネットワーク構想推進」では、その後、取内の森・キツツキの森・野あざみの森も推進を受けています。

③高座スイカ

高座スイカは、縞模様がほぼ無く分厚い皮が特徴で、投げてトラックに積んだと言われています。１９５３（昭和２８）
年ごろの最盛期は東京や横浜でも爆発的な人気を博しました。
市内の盆踊り大会には必ず踊られて市民に親しまれている「綾瀬音頭」でも、「♪ ハアー投げて積もうか チョイト西
瓜の名所」と、歌われています。
しかし、高座スイカは連作が効かなく栽培が難しかったので衰退してしまいましたが、２０１３（平成２５）年頃から農
家の努力で再び生産が始まっています。

綾瀬市内には昭和４０年代から整備され始めた４つの工業団地があり、高い技術力やノウハウを有する製造業が
集積する県内屈指の「ものづくりのまち」という横顔を持っています。中小企業の数は２０１８年現在３７４社にのぼ
り、横浜、川崎、相模原の県内３政令市に次ぐ企業集積を誇ります。
ちなみに、中小企業の定義は従業員３００人以下、資本金３億円以下となっています。

③約３８０社

綾瀬産の野菜の特徴は、収穫から消費者の手に届くまでの速さです。速さへのこだわりは「最もおいしい状態のも
のを食べてもらいたい」という生産者の願いです。
たとえば、トウモロコシは夜間に旨味を蓄えるため、糖度が一番高い早朝に収穫して、最速（菜速）で消費者に届け
ています。

②６時間
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１９８９（平成元）年から続く綾瀬の人気イベント「朝
一番徳の市」は４月から１２月の間、毎月開催され
ていますが、第何日曜日に開催されているでしょう
か。

①第１日曜日
②第２日曜日
③第３日曜日
④第４日曜日

24

綾瀬市のホームページには現在5つの名産品が紹
介されていますが、あやせサブレ、おおくぼの豚み
そ漬、あやせ本醸造、自然派王家ハム&ソーセージ
と、もう一つは何でしょうか。

①あやせプリン
②しろやま羊かん
③さがみステーキ
④パウンドケーキ

25
高座豚は東京芝浦全国肉畜博覧会で最優秀賞を
受賞して全国で有名になりましたが、その博覧会は
いつ行われたのでしょうか。

①明治３３年
②大正１０年
③昭和１０年
④昭和３３年

26
短冊形の竹をひもでつないだササラを使い踊る「相
模ささら踊り」は、指定無形民俗文化財となっていま
すが、どこの指定でしょうか。

①国指定
②県指定
③市指定
④町指定

綾瀬市の文化

「朝一番徳の市」は１９８９（平成元）年から続く、綾瀬の名物行事で第１日曜日の朝６時３０分から始まります。２０１
８（平成３０）年で３０周年となります。
綾瀬市の商工会に加入している約２５店舗と綾瀬市の農家が、旬のものを一番安い価格で販売するお得な市で
す。現地で飲食もでき、お得な金券販売も行っています。

①第１日曜日

あやせプリンは、上土棚中の(有)鈴保養鶏園が、自社で産まれた１日以内の卵だけを使い、卵黄を多くして濃厚な
なめらかさを実現したこだわりのプリンです。２０１７（平成２９）年４月からあやせ名産品に追加されました。
１９９３（平成５）年１１月１日に市制施行１５周年を記念し、綾瀬の名を広めたことで『パレ・ド・モンパル』『大久保商
店』『高座豚手造りハム』『めるへん』の４店舗が表彰され、１９９４（平成６）年６月９日「あやせ名産品会」が誕生し
ました。
２００７（平成１９）年４月に『矢部商店』が、２０１７（平成２９）年４月に『鈴保養鶏園』が「あやせ名産品会」に仲間入
りし、現在は５店舗となっています。あやせ名産品会は、公共施設での名産品の展示、綾瀬市内の祭りやイベント
への参加、各種の事業を通じて、名産品の普及に努めています。

①あやせプリン

③昭和１０年

明治時代以降、綾瀬市や相模原市、寒川町などの旧高座郡で飼育されていた中ヨークシャー種の豚が高座豚と
呼ばれていました。高座豚は、耳が立っている中型の豚で、顔がしゃくれているのが特徴です。
高座豚は、１９３５（昭和１０）年に開催された東京芝浦全国肉畜博覧会で受賞し、薩摩黒豚と並ぶ知名度を誇りま
した。
しかし、高座豚は体が小さいため一頭当たりの肉量が少なく、生育期間も通常の２倍以上かかることから、１９７０
年代には生産者も減少し「幻の豚」と呼ばれるようになりました。
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目久尻川の名前の由来にかかわる伝承では、ある
伝説上の生き物が悪さを繰り返したため、目玉をくり
ぬかれてしまいます。この伝説上の生き物は何で
しょうか。

①竜
②鬼
③河童
④ゴジラ

28
綾瀬小学校第２代校長の桜井諗さんが、１９０７（明
治４０）年に当時の綾瀬地域を１８番までの歌に作
詞しました。その歌はなんでしょうか。

①ブタッコリ～の歌
②綾瀬一周の歌
③綾瀬市民の歌
④綾瀬ささら踊りの歌

29

「ふるさと生活技術指導士」の栗原モトさんが名付け
た綾瀬の郷土おやつは、綾瀬市内でさかんに栽培
されていた小麦やサツマイモで作ります。
このおやつの名前は何でしょうか。

①コッペパン
②城址まんじゅう
③あやせサブレ
④城山団子

②県指定

ささら踊りは、旧相模国で江戸時代に流行した七夕踊り・小町踊りの流れをくむ女性だけの盆踊りで、短冊形の竹
をひもでつないだ「ささら」を使い踊ります。
ささらの音が雨を呼ぶカエルの鳴き声に似ていることから、農耕祈願の踊りとも言われています。
２００８（平成２０）年に県指定無形民俗文化財に選ばれ、貴重な芸能とされています。

③河童

目久尻川の名前の由来にはいくつかの説があります。
一説には、この川が座間市栗原にあった寒川神社の御厨（みくりや）のあたりから流れてくるために、下流で「御厨
尻川」と呼び、それが転じて「目久尻川」となったという説です。
一方、昔この川に河童が住み着いて悪さをしていたため、地元の人々はこの河童を捕らえて目を穿り（くじり＝抉
り）取ってしまった、という出来事から、この川は「目穿川」と呼ばれるようになり、それが転じて「目久尻川」となった
という説です。
この伝承にちなんで、綾瀬市小園にある小園橋の脇には、ひなたぼっこする河童が寝そべっています。

②綾瀬一周の歌

綾瀬市教育委員会は、ふるさとの唄を後世に残す目的で綾瀬の唄保存事業を実施し、その結晶として１９８８（昭
和６３）年に「ふるさと綾瀬の唄」カセットを完成させました。
そのカセットには全１５曲が収録されていますが、その中に、郷土の地理や歴史を身をもって知ることによって、郷
土愛を培う目的で１９０７（明治４０）年に作詞された「綾瀬一周の歌」があります。
当時、この歌は学校授業として、全校児童が斉唱しながら村めぐりをしていたということです。この歌から当時の農
村綾瀬を偲ぶことができます。
二番の歌詞には、「深谷中郷うちこえて　西に上がれば寺尾峰　み空にそびゆる富士箱根　空ひろびろとはてもな
し」とあります。
ちなみに、「綾瀬市民の歌」は、１９７９（昭和５４）年に制定されています。

②城址まんじゅう
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中学生のマーチングバンドとして、全国３連覇という
偉業を成し遂げた綾北中学校のマーチングバンド
は何という名前でしょうか。

①綾北マークドフジ
②綾北マークドスプリングス
③綾北ハイスクールマークス
④綾北マーキュリーウィンズ

31

今でも長老のあいだで地方独特の言葉が使われて
います。「たまか」という言葉はどういう意味でしょう
か。

①うるさい
②疲れた
③もったいない
④お腹いっぱい

全国の隅々まで標準語が浸透していますが、地方独特の言葉を守ることは、その地域の文化と風土、風習を守る
ことにつながることから、各地で見直されています。
設問の「たまか」は、「もったいない」という意味で、広辞苑によると「つつましいこと。倹約」とされています。
ちなみに、「がめた｝という綾瀬地域の方言は、「疲れた」という意味です。こちらは広辞苑には載っていません。

③もったいない

かつて綾瀬市内で盛んに栽培されていた小麦やサツマイモの食材で作られたのは「城址まんじゅう」で
す。
「農業を営む家庭環境で生きてきたことや、家族が病気持ちだったため食生活で療養してあげたいとい
う思いが強かったことから、食に関心がありました」という栗原さんは、多くの郷土料理を２０年にわたり
伝え続けています。
昔ながらの綾瀬の味を伝える伝承料理の会を立上げ、市内の小中学校や地区センターなどで指導を行
い、後継者育成にも力を入れています。

無名だった綾北中学校マーチングバンドは、２０００年頃から当時大学生でガンクロ姿で熱い指導を行う中澤彩子
コーチのもと、わずか３年で全国大会マーチングバンド部門中学生の部(大編成)に出場できるまで成長しました。
そして２００７年に初の日本一に輝き、その後、前人未踏の全国３連覇を達成しました。
２０１０年には、さらに上を目指そうと発展的に解消し、ＯＢ等現役生徒以外からのメンバーも入れて「一般チーム」
として全国大会などに出場しています。
この時に、綾北Mercury windsに「with R.J.H.S.」の名称が追加され、全国大会３位、５位、３位の成績を収めまし
た。
２０１３年からは再び「中学生の部」の「小編成」に出場し、４年間連続で金賞を受賞しました。

④綾北マーキュリーウィンズ
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