
第３回宇陀ソムリエ検定 

【ソムリエ級】試験問題（令和６年１１月１６日実施） 

 

１  近畿日本鉄道株式会社では、デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」を導入しています。 

宇陀市では、榛原駅と室生口大野駅の２駅でデジタルスタンプを作成しましたが、榛原駅の 

スタンプに描かれているイラストはどれでしょうか。 

 

ア 室生寺    イ 大和当帰    ウ あぶらや    エ スズラン 

 
２  令和６年２月に竣工式が行われた、獣肉利活用施設「UDA GIBIER FACTORY」について、 

    記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
ア 市では農林業被害を減少させるための対策として、シカやイノシシを年間約１５００頭 

捕獲しています。 

イ 捕獲されたシカやイノシシは、ほとんどが焼却処分されてきました。 

ウ この施設では、通常のジビエ肉に加え、狩猟で捕獲し独自の製法で熟成したワンランク上 

のプレミアムなジビエ肉も製造しています。 

エ 商品の安全を担保するために、菌検査体制とレントゲン検査機を保有しています。 

 
３  大願寺の狛犬は、「毘沙門天の使い」といわれる動物ですが、何の動物でしょうか。 

 

ア ウサギ    イ サル    ウ ニワトリ    エ トラ 

 

４  宇陀市内に生育している天然記念物について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
ア 御井神社境内には暖地性植物のツルマンリョウ群落があり、奈良県指定の天然記念物です。  

    イ 室生地域に生息が確認されているオオサンショウウオは、国指定の特別天然記念物です。 

    ウ カザグルマは蔓性植物で通常庭園に植栽されますが、稀に自生をするものもあり、 

大宇陀地域はその自生地として代表的なもので、国指定の天然記念物です。 

    エ 森野旧薬園で来園者に人気のカタクリの花は、国指定の天然記念物です。 



 

５  水面上にせり出した木の枝や葉などに産卵することで知られ、奈良県では絶滅寸前種に指定され  

   ている、室生寺で観察することができるカエルはどれでしょうか。 

 

ア ニホンヒキガエル     イ モリアオガエル   

ウ アズマヒキガエル     エ ダルマガエル 

 

６  室生寺の仏像で、造られたのが最も古い仏像とはどの仏像でしょうか。 

 
    ア 弥勒菩薩立像    イ 釈迦如来坐像    ウ 十一面観音立像    エ 十二神将立像 

 

７  佛隆寺について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
    ア 本堂には、ご本尊として聖徳太子作とされる「阿弥陀如来立像」が安置されています。 

イ 室生寺の南門すなわち正面の門として、極寺と末寺の関係にあります。 

    ウ 境内の石室は重要文化財で、内部には堅恵の墓と伝えられる五輪塔があります。 

    エ ヤマザクラとエドヒガンの雑種であるモチヅキザクラの一種である佛隆寺のサクラの巨樹

は、県内最大最古ともいわれ、県の天然記念物に指定されています。 

 

８  宇陀市の河川と滝について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 鼓ヶ滝は菟田野地区を流れる宇賀志川上流にある落差約５ｍの渓流瀑で、上流には高山 

右近が洗礼を受けた澤城址があります。 

    イ 室生龍穴神社の奥宮（吉祥龍穴）にある室生山から流れる招雨瀑は、落差約１５ｍの斜瀑で 

      岩盤の上を流れる優美な滝で龍の姿に似ています。 

    ウ 龍鎮の滝は室生湖に注ぐ清流が流れる深谷川にある落差約４ｍの斜瀑で、龍神が棲む滝壺 

は天気や角度によってエメラルドグリーンやコバルトブルーに見えます。 

    エ 古くから行者の修練の場であった青葉寺の奥にある神秘的な青葉の滝で、平敦盛が持って 

いた青葉の笛はこの藪の竹で作ったと言われています。 

 

 

 



 

９  奈良県では、豊かで美しい自然と清澄な水の環境保全のため「やまとの水」を選定、宇陀市内 

   では５ヶ所が選定されています。該当しないのはどれでしょうか。 

 

    ア 深谷龍鎮渓谷       イ 高井千本杉の杉井戸水 

    ウ 宇太水分神社湧水     エ 稲津神社の天国の井戸水 

 

１０  江戸時代・元禄期に宇陀松山藩で起こった「宇陀崩れ」と呼ばれるお家騒動のときの藩主は 

    誰でしょうか。 

 
ア 織田信雄    イ 織田長頼    ウ 織田長政    エ 織田信武 

 

１１  令和６年４月に管理開始５０周年を迎えた室生ダムですが、総貯水量は京セラドーム大阪の 

何杯分でしょうか。 

 

ア １４杯分   イ ２８杯分   ウ ３６杯分   エ ５２杯分 

 

１２  宇陀松山地区内にある国指定文化財で、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 森野旧薬園は、初代森野藤助が御薬草見習いとなり功績をあげ、幕府より下付された貴重な 

種苗を自宅の小山に植え付けたのが始まりとされています。 

    イ 松山西口関門は、宇陀松山藩主となった織田信雄が松山城に入城し、城の西門にあたる場所 

      に建立したもので、地元では「黒門」とも呼ばれています。 

    ウ 宇陀松山城は、宇陀に勢力をもつ秋山氏の本城でしたが、後に豊臣家大名の居城となるも 

      城主福島氏が改易され、城は破却となりました。 

    エ 旧増岡家住宅は、宇陀松山旧城下町で醤油醸造を営んだ商家で「主屋・離れ・内蔵・外蔵」 

      は国の登録有形文化財に登録され、現在は宿泊施設として活用されています。 

 

 

 

 



 

１３  稲戸神社（八坂神社）にある「天国(あまくに)の井戸」について、記述が正しいのはどれ 

でしょうか。 

 
ア 伝説上の刀剣師、天国(あまくに)が産湯を使ったとされる井戸です。 

イ 湧き水は、刀工の祖ともいわれる天国が刀剣を鍛える際に使用したといわれています。 

ウ 「天国の井戸」のある稲戸神社は、宇陀市大宇陀地区の南西部にある神社です。 

エ 伝説上の刀剣師、天国が井戸を通じてあの世と現世を行き来していたという伝承があり 

ます。 

 

１４  俳人：青木月斗の句碑について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 「菜園の風露に秋の近つきぬ」の句碑は森野旧薬園内にあります。 

    イ 「ぬなは生ふ曲玉池や青あらし」の句碑は鳥見山山頂の池の畔にあります。 

    ウ 「阿騎野の朝に志を立つ」の句碑は奈良県立宇陀高校大宇陀学舎の図書館前にあります。 

    エ 「山より野より水より起る秋の聲」の句碑は左多神社の鳥居横にあります。 

 

１５  宇陀松山重伝建地区にある薬の館の正面に掲げられている唐破風付きの看板には、商品の薬の 

名前が書かれていますが、どれでしょうか。 

 
ア 天寿丸    イ 六神丸    ウ 豊心丹    エ 中将湯 

 

１６  宇陀市にある街道・古道について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

    
    ア 松山街道は、南進すると「南路伊勢街道」を経由し「熊野街道」に通じ伊勢や熊野からは 

      魚や塩を、宇陀松山からは宇陀紙や葛・油・薬を運ぶ重要な街道でありました。 

    イ 「あを越え道」とも呼ばれる伊勢表街道は、大阪・大和と伊勢神宮を結ぶ最短距離の街道で、 

多くの旅人が利用、また壬申の乱には大海人皇子が駈けた街道でした。 

    ウ 室生古道は伊勢本街道から分岐し、佛隆寺より唐戸峠を越え、西光寺や女性の参拝が 

許されていた室生寺に続く古道でした。 

    エ 大師の道は、初瀬街道から分岐し、三本松の長瀬から室生寺へ参詣する古道で、 

弘法大師の月命日（２１日）には、お大師さん参りで多くの人々の往来がありました。 

 



 

１７  宇陀市にゆかりのある「俳人・歌人」の句碑・石碑について、誤っているのはどれでしょうか。 

 
    ア 奈良県出身の俳人：阿波野青畝（せいほ）「春山の巨岩弥勒となり給ふ」の句碑が室生地区の 

安産寺境内にあります。 

    イ 昭和５９年、榛原町歌の作詞者である歌人：前川佐美雄「あかあかとつつじ花咲く鳥見山を 

      わがあふぎつつほうとしてをり」の歌碑が保養センター美榛苑敷地内にあります。 

    ウ 俳人：高浜虚子「三世の佛皆座にあれば寒からず」の歌碑が、宇陀松山重伝建地区にある 

慶恩寺山門前にあります。 

    エ 榛原福地に生まれた俳人：森川千代女「紅猪口に一輪咲いて華の春」の句碑が宇陀市立病院

の近くにあります。 

 

１８  室生寺寶物殿の仏像について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 国宝の「十一面観音菩薩立像」が安置されています。 

    イ 国宝の「釈迦如来坐像」が安置されています。 

    ウ 重要文化財の「十二神将立像」１２体が安置されています。 

     エ 重要文化財の「地蔵菩薩立像」が安置されています。 

 

１９  柿本人麻呂の歌碑がないのは、どの場所でしょうか。 

 

     ア  墨坂神社   イ  神楽岡神社   ウ  かぎろいの丘   エ 阿紀神社 

 

２０  宇陀市にある国指定文化財に該当しないのはどれでしょうか。 

 

     ア 宇太水分神社本殿    イ 室生寺御影堂    

ウ 龍穴神社本殿      エ 室生寺五輪塔 

 

 

 



 

２１  笠間藍染について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 天然の藍で染める笠間藍染は、藍の葉を乾燥させ発酵した藍玉（スクモ）に木炭・ 

石灰・小麦粉・水などを混合し自然発酵させ染めていきます。 

    イ 一つの瓶で染めるのでなく、いくつもの瓶をくぐらせて独特の色をだします。 

    ウ 約１４０年続く伝統的な笠間藍染は、現在はたった二軒のみがこの製法を継承しています。 

    エ 笠間藍染は、２０１２年奈良県伝統工芸品に認定されました。 

 

２２  宇陀市内にある古墳群について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
    ア 見田・大沢古墳群は「前方後方墳」１基と「方墳」４基からなる最古級の古墳群で、国の 

史跡に指定されています。 

イ 丹切古墳群は約６０基で構成され、県立宇陀高校の敷地内にある３４号墳・敷地外にある 

３３号墳の２基の石室・石棺・出土遺物は市指定文化財です。 

    ウ 奥ノ芝古墳群は４基の古墳で構成され、１号墳・２号墳の埋葬施設は地元で産出する石材 

（通称：榛原石）が使用された磚積石室で、県の史跡に指定されています。 

    エ 大宇陀地域にある谷脇古墳は円墳で、内部構造は横穴式石室で県の史跡に指定、また、出土 

遺物は市指定文化財です。 

 

２３  １９４５年、奈良県内で１５件あった空襲の中で最大の死傷者を出した「〇〇空襲」と呼ばれる 

惨事が起こりましたが、〇〇に当てはまる地区はどこでしょうか。 

 

ア 室生    イ 榛原    ウ 菟田野    エ 大宇陀 

 

２４  宇陀松山地区の町家群には、しっくい壁の２階部分に縦格子状の窓が見られますが、その窓の 

ことを何というでしょうか。 

 
ア 連子（れんじ）窓    イ 虫籠（むしこ）窓   ウ 書院窓    エ 下地窓 

 

 



 

２５  宇陀市にある歴史資料で、重要文化財に該当するのはどれでしょうか。 

 

    ア 阿騎野の万葉歌碑         イ 山部赤人の墓と歌碑 

    ウ 染田天神講連歌関係資料      エ 阿騎野の朝（油彩画） 

 

２６  石工：丹波佐吉の石造物について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
    ア 石造物には、様々な形で「照信」の号と花押が入っており、「奉献」の文字の彫込みの深さ

や、細部にわたるまで手の込んだ透かし彫りや、向こう側を覗けるような彫り抜きが特徴 

です。 

     イ 平井大師山石仏群八十八か所霊場のちょうど中間にある、第４５番岩屋寺不動明王は、 

       石仏群の中で最初に建立された、石仏群のシンボルともいえる大作です。 

    ウ 宇太水分神社の狛犬は、1853 年当時宇陀一体に干ばつや飢饉、大地震などが起こり、 

その状況を憂いた地元の有力者が浄財を集め奉献したといわれています。 

    エ 丹波佐吉の精巧な作品を目の当たりにした１５代将軍徳川慶喜から「日本一」との賞賛を 

      受けました。 

 

２７  宇陀市が発祥の地とされるものについて、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

     ア 日本刀の祖・天国の手により現存する最古の「小烏丸」が造られ、刀鍛冶の世界では、 

       宇陀は「日本刀発祥の地」と言われています。 

     イ 弘法大師が唐より茶の種子を持ち帰り、佛隆寺に蒔きお茶の製法を伝えたことが、 

       「大和茶発祥の地」と言われています。 

     ウ 日本最初の薬猟の記録があり多くの製薬企業の創始者を輩出、森野旧薬園・薬の館 

があり「薬草発祥の地」と言われています。 

     エ 宇陀紙が大宇陀地区で手漉き和紙として生産され、楮（こうぞ）を栽培し和紙を作り、 

       掛け軸の総裏紙として、全国的に有名となり「宇陀紙発祥の地」と言われています。 

 

２８  榛原内牧にある、カラトの三名石（三奇石）と呼ばれる巨石に該当しないものはどれでしょうか。 

 

ア 立石    イ 龍石    ウ 寝石    エ 蛇石 



 

２９  宇陀市内にある各種施設について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

       

    ア まちなみギャラリー「石景庵」は、伝統的町家を模して建てられた観光客との交流の場所で 

      紙すき・竹細工・陶芸などの伝統工芸が体験できる施設です。 

    イ 宇陀市室生地域文化伝習展示施設（あさぎりホール）は、地すべり災害への対処方法・ 

      地すべり対策事業の必要性を学んでいただける施設「室生地すべり館」を併設しています。 

    ウ 「奈良サテライトオフィスうだ SOUDA」は、市外企業のサテライト拠点、市内外企業に 

      勤める方のテレワーク拠点としての活用等に使って頂ける施設です。 

    エ 宇陀の魅力体験施設「じゆうだハウス」は、宇陀市への移住希望者および企業が移住などを

検討する際に、生活環境を体験していただき移住促進を図ることを目的にした移住体験施設

です。 

 

３０  室生寺に設けられている『四門の寺院』について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 
ア 室生寺の西門と言われる大野寺は、「身代わり地蔵」・「小糸枝垂れ桜」などで有名です。 

イ 室生寺の東門と言われる長楽寺の「本尊：地蔵菩薩立像」は２度の火災でも遺存しました。 

ウ 室生寺の南門と言われる佛隆寺は、春は「千年桜」、秋は「彼岸花」で有名です。 

エ 室生寺の北門と言われる丈六寺の「石造五輪塔・釈迦涅槃図」は宇陀市指定文化財です。 

 

３１  伊勢本街道に、年代の判明する道標では奈良県で最も古く、全国でも６番目に古いとされる、 

自然石に板碑形の道標があります。伊勢本街道沿いのどこに建てられているでしょうか。 

 
ア 榛原檜牧   イ 榛原高井   ウ 室生上田口   エ 室生黒岩 

 

３２  宇陀市が選定されている「〇〇百選」について、記述が誤っているものはどれでしょうか。 

 

ア 室生深野は、「にほんの里１００選」に選ばれています。 

    イ 佛隆寺の千年桜は、「日本さくら名所１００選」に選ばれています。 

    ウ 城下町宇陀松山は、「美しい日本の歴史的風土１００選」に選ばれています。 

    エ 伊勢本街道は、「歴史の道百選」に選ばれています。 

 

 



 

３３  室生ダム湖（室生湖）について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 大和川水系である宇陀川の水を湛えたダム湖は、ヘラブナやワカサギ・バスなどの釣り 

スポットとして人気の場所です。 

    イ 室生赤目青山国定公園に指定されている室生湖周辺は、新緑・紅葉・雪景色と四季折々の 

風光明媚な観光地で、写真愛好家に人気の「ヤマセミ」が舞う人気のスポットです。 

    ウ 深谷龍鎮渓谷には室生湖に注ぐ深谷川の清流・龍鎮の滝があり、対岸に龍鎮神社が祀られた 

      人気のパワースポットです。 

エ 室生湖の水量により、隣接のふれあい広場のマルバヤナギの木が湖面に映る「水没林」と 

呼ばれる幻想的な風景を見ることができます。 

 

３４  宇陀市内の寺社境内に咲くサクラの名所で、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

     ア 小原の極楽寺のサクラは、樹齢３００年のしだれ桜で「美佛桜」と呼ばれています。 

イ 宇陀川沿いに約 2.5km 続く桜並木は、万葉歌にちなみ「猟路の桜」と呼ばれています。 

ウ 西光寺のサクラは「城之山桜」とも呼ばれ、天に広がる翼のような枝振りは見る者を圧倒 

します。 

エ 大宇陀の春日神社のサクラは、杉に寄生した山桜で「羽衣桜」と呼ばれています。 

 

３５  宇陀市で開催される秋祭りについて、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 菅原神社秋祭り～火祭り～は、長さ約７ｍ、重さ約１００ｋｇの大松明を男性１５人がかり     

で担ぎ、地域の平穏と収穫に感謝する１５０年以上続く伝統行事です。 

    イ 龍穴神社秋祭り～室生の獅子神楽～は、二頭の獅子が五穀豊穣・魔除けを祈願し賑やかに 

      舞い、龍神さまの恵みに感謝する伝統行事です。 

    ウ うたの秋祭り～神輿渡御祭～は、惣社水分神社の男性の神である速秋津彦命と、宇太水分神

社の女性の神である速秋津姫命が年に一度だけ、逢瀬を寿ぐといわれているロマンチックな

祭礼です。 

    エ 墨坂神社秋季大祭～渡御行列～は、旧社地から現在の社地間を神様と氏子・地域の人々 

      と共に「オワタリ」し、新穀を献じ豊かな稔りを願い、祭りを通して氏神の鎮座の来歴が 

追認され新たな加護が願われる伝統行事です。 

 

 



 

３６  宇陀市にある重要文化財（彫刻）に、該当しないのはどれでしょうか。 

 
    ア 悟真寺・・・銅造誕生釈迦仏立像    イ 青龍寺・・・木造不動明王立像 

    ウ 宗祐寺・・・木造多聞天立像      エ 西方寺・・・木造薬師如来立像 

 

３７  室生寺境内にある次の堂塔のうち、最も低いところに位置するのはどれでしょうか。 

 
    ア 弥勒堂    イ 本堂    ウ 五重塔    エ 御影堂 

 

３８  宇陀市室生地区で行われる伝統行事「虫送り」について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 五穀豊穣・無病息災を祈るとともに、稲につく害虫駆除と供養を行う伝統行事です。 

    イ 「虫送り」は、宇陀市無形文化財に登録されています。 

    ウ 笠間川流域にある集落では６月の夏至の日を中心に前後の日程に行われます。 

    エ 虫の駆除をするために、田圃側に松明をかざしながら練り歩きます。 

 
３９  山辺三にある、もとは背後の山から水をひいて地蔵に注いでいた、いわゆる「濡れ地蔵」につい

て、右手には鎖杖を持っていますが、左手に持っているものは何でしょうか。 

 

ア 蓮華    イ 水瓶    ウ 宝球    エ 薬壺 

 

４０  国の重要文化財に指定されている、大宇陀田原の片岡家住宅主屋の屋根は何葺きでしょうか。 

 

ア 杮葺（こけらぶき）  イ 瓦葺（かわらぶき）  ウ 茅葺（かやぶき）  エ 檜皮葺（ひわだぶき） 

 

 



 

４１  宇陀市に多くある巨木・巨樹について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 室生龍穴神社の鳥居の近くにある「而二不二の神木」は、樹齢約９００年の杉の巨樹で、 

而二不二とは仏教用語で「二つにして、二つではない（一つのもの）」という意味があり 

ます。 

    イ 室生龍穴神社の境内入口付近にある杉は「連理の杉（夫婦杉）」と言われ、その形状から 

      「夫婦和合・家庭円満・家運隆昌」のご利益があると言われています。 

    ウ 宇太水分神社境内には、「頼朝杉」と名付けられた樹齢４００年程の杉があり、頼朝が幼少

期に杉の苗木を植えて天下を掌握できるか占ったとされています。 

    エ 戒場神社の境内には樹齢３００年以上とされる、樹高１５ｍ、幹周り６、２ｍの全国最大 

クラスと言われる「ホウノキ」は、国の天然記念物に指定されています。 

 

４２  次のうち、惣社水分神社が所有するものはどれでしょうか。 

 
ア 両部大壇具         イ 銅鐘    

ウ 黒漆瓶子          エ 大神宮御正体 

 

４３  室生山上公園芸術の森の園内にある人気のフォトスポット「螺旋の水路」ですが、渦巻き状に 

流れる水路の先に一本の木が植えられえています。何の木でしょうか。 

 
ア ケヤキ    イ キンモクセイ    ウ サクラ    エ カエデ 

 

４４  県指定の有形民俗文化財に関する記述で、正しいものはどれでしょうか。 

 

    ア 染田天神講連歌堂・・染田天神講と言う連歌講を主催し連歌千区会が行われました。 

イ 旧伊那佐郵便局・・・昭和４９年まで営業し、昭和初期の郵便事業の様相を伝えます。 

ウ 旧飯岡家住宅・・・・紀州藩主が伊勢参詣の際に利用したことで知られ、「太真殿宿」の 

看板が残されています。 

エ 旧増岡家住宅・・・・松山城下町で醤油醸造を営んだ商家の主屋であり、現在は宿泊施設 

として活用されています。 

 



 

４５  宇陀市が指定する文化財に該当しないのはどれでしょうか。 

 

ア 穴薬師石仏           イ 陽雲寺の大般若経 

ウ 宗祐寺の百八観音絵天井     エ 旧旅籠あぶらや（主屋） 

  

４６  室生の獅子神楽について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

ア 室生寺の大火災で消火や復興に尽力した村人に、室生寺から一対の獅子頭が与えられたこと      

が始まりとされています。 

    イ 現在は室生神楽保存会により継承されています。 

ウ 室生獅子神楽は奈良県指定無形民俗文化財です。 

エ 龍穴神社の秋祭りは、室生寺の門前で舞いを行い、その後龍穴神社まで御渡りが行われます。 

 

４７  伊那佐山に関する記述について、誤っているのはどれでしょうか。 

 

ア 古事記・日本書紀の「神武東征」において、神武天皇が和歌を詠んだという記述が残って 

います。 

イ キリシタン大名の高山右近の居城であった澤城跡が南方に残っています。 

ウ 山頂には、山路神社とも呼ばれる都賀那岐神社が鎮座しています。 

エ 都賀那岐神社には水の神である高龗神が祀られています。 

 

４８  墨坂神社について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

ア 「社記」には、神武天皇御東征当時、すでに祀られていた神々である三柱神の総称が 

墨坂大神であると記されています。 

イ 口碑によると、墨坂神社はもと宇陀川北岸西峠付近の天神の森に鎮座していたと伝えられて 

います。 

ウ 本殿は由緒の明らかな春日大社旧社殿で、殿内墨書により文久造営時譲渡のものを元治元年 

に建立したことが知られています。 

エ 『日本書紀』巻五の崇神天皇紀の赤盾赤矛八竿などの記事から、旧記に明らかな古社です。 

 



 

４９  文祢麻呂について、記述が誤っているのはどれでしょうか。 

 

    ア 壬申の乱の軍功により、天武政権の重臣として活躍しました。 

イ 江戸時代に榛原八滝の山中で偶然発見された骨蔵器から、文祢麻呂の墓と判明しました。 

    ウ 発掘された骨蔵壺、墓誌などの出土品は、昭和２７年国宝に指定されました。 

エ 出土品は近くの龍泉寺で保管されていましたが、その後奈良国立博物館の収蔵となりま 

した。 

 

５０  宇陀市で多く栽培される大和当帰の葉は、正常な血液凝固機能を維持する栄養素である、 

ビタミン〇が含まれています。〇に当てはまるのはどれでしょうか。 

 

ア A     イ E     ウ I     エ K 

 


