
解説

Q1 D インドネシアのジャワ島の西ジャワ州にあります。静岡県と西ジャワ州とで協力協定があり、ジオパークもその一翼を担います。

Q2 A 今年は残念ながら中止になりましたが、下田公園を会場に毎年6月にあじさい祭りが行われます。

Q3 A 伊豆市中伊豆地区の温泉は「ワラポ」。立ち寄り入浴できる浴場はありませんが、温泉スタンドがあります。

Q4 C
新型コロナウイルスで注目されるPCR検査に使われる好熱菌が、伊豆半島の河津町にある峰温泉から発見されたお話。このジオカ
フェの内容はYoutubeのizugeoチャンネルで見ることができます。

Q5 D
「伊豆は詩の国であると、世の人はいう。 伊豆は日本歴史の縮図であると、或る歴史家はいう。 伊豆は南国の模型で
あると、そこで私はつけ加えていう。 ・・・」川端康成『伊豆序説』より

Q6 C 河津町のわさび園 かどやさんが供するわさび丼でした。

Q7 B
池地区はもともと大室山の溶岩流がせき止めて作った池でした。明治初期、トンネルを掘って池の水を抜いたことで田畑として利用
できるようになりましたが、台風19号による土砂崩れで排水溝が塞がれ冠水しました。

Q8 D 上流でおきた巨大な地すべりにせき止められた窪地がシラヌタの池です。

Q9 A
富士山から流れてきた地下水は三島溶岩の末端で湧水となって湧き出しています。この湧水の湧き口のことを「湧き間」と呼んでい
ます。

Q10 A 伊東沖の相模灘で地震に続き噴火が起こりました。この噴火を起こしたのは手石海丘です。なお、初島は火山ではありません。

Q11 C
標高76mの山頂には展望台が設置され、伊豆と本州の衝突に伴う地形や、三島〜柿田川の湧水群を作り出した扇状地、そこにでき
た街の景観を一望できます。

Q12 C
昔から石廊崎沖は航海の難所でした。沖合で大波した商船が石廊権現に「帆柱を捧げるので波をおさめてください」と頼み、無事に
江戸に到着できたという言い伝えがあります。

Q13 C
伊豆急下田駅に下りると東側に見える山です。頂上にロープウェイで上がることができ、幕末には湾内を見渡せる見張り台が置か
れていました。

Q14 C
夏目漱石が晩年に達した文学観、「則天去私」。天に従い私を捨て去って、より高い境地に到達すること。私利私欲を捨てて自然の
大きな流れに身をまかせ、自然の中でものを見きわめようとすること。

Q15 B
江戸時代末期から明治初頭にかけての左官の名工、入江長八は松崎生まれ。なまこ壁や漆喰に顔料を混ぜて立体的な絵を描く漆
喰鏝絵を得意としました。美術館では長八の作品を見ることができます。

Q16 A 2018年3月に「静岡水わさびの伝統栽培」が国連食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産に認証されました。

Q17 D
ユウスゲ公園は、約40万年前に噴火した南崎火山の溶岩流が作り出したなだらかな地形です。夏の夕方には薄黄色ののユウスゲ
の花が咲き乱れます。

Q18 D
仏現寺境内には２基の津波供養塔が安置されています。ひとつは1703年元禄地震、もうひとつは1923年の関東大震災の際の犠牲
者を供養するものです。9月1日は関東大震災の発生日で、防災の日です。

Q19 A 北條寺は、伊豆の国市南江間にある寺院。鎌倉幕府二代執権北条義時の創建と伝えられ、境内には北条義時夫妻の墓がある。

Q20 C 川端康成は『伊豆の踊子』、井上靖は『しろばんば』、松本清張『天城越え』で、それぞれ天城峠を描いている。

Q21 C
訪日客向けに日本の旅をより楽しむための情報を提供するガイドブックです。☆2つは「近くにいれば寄り道をして訪れるべき場
所」、☆1つは「興味深い場所」とされています。選択肢にある大室山、龍宮窟、天窓洞はいずれも1つ星を獲得しました。

Q22 D
2019年は秋に水位が高く、4月に最も水位が下がりました。水位は毎年変化し、今年の7月には1958年以来の計測史上最高水位と
なる217センチを記録しました。

Q23 D
伊豆でロシアといえば戸田で日本最初の洋式船「ヘダ号」建造が有名ですが、選択肢の中では修善寺のハリストス正教会がロシア
正教の教会です。

Q24 A
伊豆韮山代官の江川英龍（江川太郎左衛門）。様々な取り組みをしましたが、「西洋式甲冑の鋳造」はそもそも行われていません。
それ以外は英龍の功績です。

Q25 B
単純泉の多い伊豆の湯は無味無臭無色透明な湯が多いですが、稀に鉄分で赤や褐色の湯があります。赤沢温泉は地名は赤沢で
すが、湯は無色透明です。

Q26 A 素晴らしい見晴らしの燈明ヶ崎ですが、最寄りの安良里港は手前の今山（303ｍ）の背後となって見えません。



解説

Q27 B 龍宮窟は大きな海食洞の天井が一部崩れて、直径40～50メートルほどの天窓が空いたものです。

Q28 B 堂ヶ島の地層を作るのは海底火山の噴出物。スコリアは陸上の火山の噴火で溶岩に含まれる鉄分が酸化したものです。

Q29 C 富士箱根伊豆国立公園の特別保護地区は、天城の山稜部の原生林地が指定を受けています。

Q30 B 「ご地層めん」は、うどんと蕎麦の生地を層にして堂ヶ島の地層を模しています。おいしいよ。

Q31 A ゆるキャン△９巻に登場する場面。頂上から伊豆諸島を眺めました。

Q32 B 大仁の菓子舗、深瀬では、伊豆の風物やジオを模した商品を多数扱っています。行ってから食べるか、食べてから行くか。

Q33 C
達磨山高原レストハウスの敷地にある石碑には、1939年のニューヨーク万博に、ここで撮影した写真が日本政府から出品されたこ
とが記されています。

Q34 C
弁当を開発した県立韮山高校では開発に先立ち全校アンケートを実施し、それを踏まえて桃中軒がアレンジしました。高校生とのコ
ラボで誕生した弁当です。

Q35 A 選択肢はいずれも伊豆を代表する植生ですが、北限の植物はナチシダだけ。

Q36 D 仁科港はイカの水揚げで有名。漁港に面する「沖あがり食堂」では生イカを利用した様々などんぶりを提供しています。

Q37 A
地震動の擦痕（伊豆の国市）、丹那断層公園・火雷神社（函南町）はいずれも北伊豆地震にともなう現象が記念物に指定され、保護
されています。入間千畳敷は南伊豆町。

Q38 C 遠笠山はスコリア丘。そのほかはいずれもマール地形です。

Q39 B
火山の地下から上昇してきたマグマは、噴火を起こさず時に地層の隙間に入り込んでそのまま固まることがあります。爪木崎俵磯
の柱状節理は、隙間に入り込んでマグマが冷える時の体積収縮でできたものです。

Q40 A
鎌倉幕府第三代将軍、源実朝は箱根権現と伊豆山権現の参詣に十国峠を何度も越え、その際に詠んだもの。はるばる箱根を越え
て、海と沖の小島が見えてくると、伊豆にやってきた！という実感を覚えたのでしょう。

Q41 A
江戸城の改修ため多くの大名が築城用石材を求めて伊豆へ来ました。石工たちが作業のつらさに故郷を思って泣いたというこの山
には、今でも大名たちの家紋の刻まれた石が転がっています。

Q42 A
今年整備された境川・清澄緑地では富士山の溶岩の中を通ってきた地下水が湧き出し、地域住民によって水辺の環境が守られて
います。緑地の中を流れる「境川」はかつて「伊豆国」と「駿河国」の境でした。

Q43 D 沼津市東熊堂にある高尾山古墳は西暦230年頃の築造と見積もられ、東日本では最古級、最大級の古墳です。

Q44 B 選択肢では内浦湾だけが溺れ谷、そのほかは海食洞です。

Q45 C 山中城は山中にあって石を使わない土だけの珍しい山城です。障子のさんのように畝が複雑なので、敵の動きを制限しました。

Q46 D 龍宮窟は海食地形。伊東市立南小学校は城星火山の噴火口を利用した立地。

Q47 C 小田原－熱海間に敷設工事が始まった軽便鉄道にまつわる短編小説。

Q48 B
神池は近いところでは海から20m程度しか離れていません。淡水のため，池にはコイがたくさん生息しています。なぜ淡水が保たれ
ているのか、理由はまだはっきりとは分かっていません。

Q49 A
ケガニ以外の残り３つは伊豆が全国有数の産地。キンメダイは下田、稲取、テングサは西伊豆、アジは内浦で多く水揚げされます。
ケガニの主な産地は北海道です。

Q50 C 太宰治の短編小説『老ハイデルベルヒ』。三島の宿で過ごした時の話。


