
8 月 11 日は「山の日」です

　

平
成
28
年
か
ら
８
月
11
日
は
16
番
目
の
国
民
の
祝
日

“
山
の
日
”
と
な
り
ま
す
。
こ
の
日
は
山
に
親
し
む
機
会

を
得
て
、
山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
国
土
の
７
割
が
山
林
で
、
安
来
市
も
ま
た
、

64
・
１
％
を
山
林
が
占
め
る
地
域
で
す
。
私
た
ち
は
古
よ

り
、
山
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
、
森
林
の
恵
み
に
感
謝
し
、

自
然
と
と
も
に
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
暮
ら
し
に
深

く
か
か
わ
り
な
が
ら
、
人
々
の
豊
か
な
心
を
も
育
ん
で
い

ま
す
。
今
回
、
人
と
山
と
の
つ
な
が
り
に
焦
点
を
当
て
、

め
く
る
め
く
や
す
ぎ
の
山
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

近
年
、„
山
ガ
ー
ル
＂
な
ど
の
言

葉
が
生
ま
れ
、
若
い
人
か
ら
高
齢
者

ま
で
誰
で
も
力
量
に
合
わ
せ
て
気
軽

に
で
き
る
登
山
が
人
気
で
す
。

　

今
回
、
安
来
を
拠
点
に
登
山
を
楽

し
む
„
エ
ッ
サ
ッ
サ
山
の
会
＂
の
定

例
会
に
同
行
し
て
登
山
の
魅
力
を
体

験
し
ま
し
た
。

登
山
者
に
人
気
の
独
松
山
へ

　

６
月
26
日
、
吉
田
交
流
セ
ン
タ
ー

で
準
備
を
整
え
、
８
時
36
分
に
出
発

で
す
。
エ
ッ
サ
ッ
サ
山
の
会
11
名
と

目
指
す
は
標
高
３
２
０
㍍
の
独
松

山
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
し
ば
ら
く
歩

く
と
別
所
登
山
口
の
案
内
板
が
見
え

て
き
ま
す
。
登
山
道
で
は
鳥
の
さ
え

ず
り
や
青
々
と
し
た
植
物
が
出
迎

え
、
心
地
よ
い
涼
風
が
頬
を
撫
で
ま

す
。
列
の
２
番
目
を
歩
く
の
は
参
加

者
最
高
齢
83
歳
の
菱
本
し
お
こ
さ
ん

（
飯
生
町
）。
３
年
ぶ
り
に
頂
上
を
踏

み
た
い
と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。

　

ペ
ー
ス
は
遅
い
人
に
合
わ
せ
て

ゆ
っ
く
り
と
、
し
っ
か
り
安
全
を
確

認
し
な
が
ら
進
み
ま
す
。
山
を
楽
し

　50 ～ 80 代の山を
愛する約 30 人が所
属。毎月一回の定例
会を開き、里山から
北アルプスまで多く
の山を登ります。

む
こ
と
が
会
の
モ
ッ
ト
ー
で
、
互
い

に
冗
談
を
言
い
な
が
ら
、
笑
顔
の
絶

え
な
い
山
行
で
す
。

　

１
時
間
程
登
る
と
林
道
の
隙
間
か

ら
眺
望
が
開
け
、
吉
田
の
水
田
が
望

め
る
場
所
に
。
普
段
見
る
こ
と
の

な
い
絶
景
も
登
山
な
ら
で
は
で
す
。

ロ
ー
プ
が
設
置
さ
れ
た
急
登
を
上
が

り
最
初
の
目
的
地
・
独
松
山
の
三
角

点
へ
。
中
海
ま
で
視
界
が
開
け
た
景

色
が
眼
下
に
広
が
り
ま
す
。
続
い
て

中
高
盛
山
へ
、
途
中
の
倒
木
や
急
登

は
、
仲
間
で
助
け
合
い
な
が
ら
登
り

ま
す
。

　

11
時
39
分
、
２
つ
の
ピ
ー
ク
を
経

エッサッサ山の会

や
す
ぎ

 
の
山
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ま
た
登
り
た
い
と
思
う
か
ら
不
思
議　

｜
独
松
山
｜

４

独松山山頂からみる景色。



あ
い
が
楽
し
み
な
人
、
達
成
感
を
味

わ
い
た
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
た

だ
、
明
確
な
答
え
を
持
つ
人
は
少
な

い
の
で
は
。
登
山
は
苦
し
く
つ
ら
い

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
山
を
下
り

る
と
今
度
は
ど
こ
に
い
こ
う
か
と
思

う
か
ら
不
思
議
な
ん
で
す
よ
」。
藤

岡
さ
ん
の
言
葉
ど
お
り
、
答
え
の
な

い
魅
力
が
登
山
者
を
魅
了
し
続
け
、

何
度
も
山
に
向
か
わ
せ
る
の
で
し
ょ

う
。

て
最
後
の
目
的
地
・
高
盛
山
の
頂
へ

到
着
。
登
頂
後
、
握
手
を
か
わ
し
、

互
い
に
労
を
ね
ぎ
ら
い
ま
す
。
悲
願

の
登
頂
を
果
た
し
た
菱
本
さ
ん
は

「
山
の
会
の
人
の
お
か
げ
で
こ
れ
た
。

み
な
さ
ん
、
や
さ
し
い
し
、
助
け
て

く
れ
元
気
が
も
ら
え
た
」
と
感
謝
。

頂
上
か
ら
見
る
安
来
平
野
の
大
パ
ノ

ラ
マ
は
格
別
で
、
達
成
感
と
爽
快
感

で
胸
一
杯
に
な
り
ま
す
。

　

景
色
を
満
喫
し
た
後
は
昼
食
。
持

ち
寄
っ
た
赤
天
や
漬
物
、
果
物
が
ふ

る
ま
わ
れ
、さ
な
が
ら
宴
会
の
よ
う
。

会
の
一
人
は｢

こ
れ
が
楽
し
み
。
お

弁
当
を
忘
れ
て
も
誰
か
の
差
し
入
れ

で
な
ん
と
か
な
る
よ｣

と
笑
い
ま

す
。
山
頂
で
抹
茶
を
た
て
る
の
が
会

の
恒
例
で
、
雄
大
な
景
色
の
中
で
い

た
だ
く
抹
茶
は
日
常
で
は
味
わ
え
な

い
、
ぜ
い
た
く
な
ひ
と
と
き
で
す
。

束
の
間
の
休
息
を
終
え
、
下
り
は
横

手
登
山
道
に
。
観
音
寺
跡
を
巡
り
、

約
５
時
間
の
山
行
を
終
え
ま
し
た
。

山
を
登
る
魅
力
と
は

　

登
山
の
魅
力
を
同
会
の
藤
岡
昌
平

さ
ん
に
尋
ね
ま
し
た
。｢

う
～
ん
。

な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
風
景
が
目
的
の

人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
人
と
の
ふ
れ
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▼

「着いた－」
と声を上げて高
盛山頂に。疲れ
も吹き飛びます。

独松山
　安来平野の南に位置する
山。標高３２０㍍と決して
高い山ではありませんが、
四方八方から通じる豊富な
登山ルートや、地元の人に
より手入れが行き届いた登
山道などで人気。一年を通
して登山客の絶えない山で
す。



8 月 11 日は「山の日」です

　

７
月
４
日
、
布
部
小
学
校
の
裏
手

に
あ
る
学
校
林
で
布
部
小
一
・
二
年

生
の
児
童
を
対
象
と
し
た
「
森
の
体

験
と
葉
っ
ぱ
ア
ー
ト
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
布
部
小
で
は
、
定
期
的
に
学

校
林
で
体
験
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
講
師
は
森
の
大
切
さ
を

伝
え
る
活
動
を
す
る
„
も
り
ふ
れ
倶

楽
部
＂
の
中
村
正
志
さ
ん
で
す
。

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
山
へ
入
る

と
急
に
大
粒
の
雨
。
前
を
歩
く
女
子

児
童
は
「
雨
が
降
る
日
に
森
に
入
る

な
ん
て
わ
く
わ
く
す
る
」
と
な
ん
と

も
頼
も
し
い
。
少
し
登
れ
ば
四
方
を

自
然
が
囲
む
別
世
界
が
広
が
り
ま

す
。
中
村
さ
ん
が
チ
ヂ
ミ
ザ
サ
の
葉

を
口
に
当
て
「
ブ
ー
」
と
草
笛
を
鳴

ら
し
ま
す
。
歓
声
が
あ
が
り
「
私
も

や
り
た
い
」
と
大
合
唱
。
見
よ
う
見

ま
ね
で
や
っ
て
み
る
が
難
し
い
。

　

次
に
中
村
さ
ん
が
足
を
止
め
た
の

は
タ
ブ
の
木
。
葉
を
ガ
ジ
ガ
ジ
と
歯

で
か
み
、
口
を
開
け
る
と
中
は
ネ
バ

ネ
バ
で
す
。「
こ
の
木
は
布
部
で
作

ら
れ
て
い
る
線
香
の
原
料
に
な
る
ん

だ
よ
」
と
紹
介
。「
へ
ー
」
と
驚
き

の
声
。
布
部
の
自
然
を
通
し
て
「
ふ

る
さ
と
」
を
学
び
ま
す
。
次
は
樹
木

の
ク
イ
ズ
。
問
題
が
出
さ
れ
る
と
子

ど
も
た
ち
は
夢
中
に
な
っ
て
正
解
を

探
し
ま
す
。
学
校
林
は
コ
ル
ク
の
原

料
と
な
る
ア
ベ
マ
キ
や
ツ
バ
キ
、
タ

ケ
、
サ
サ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
植
物

の
宝
庫
で
す
。
森
の
中
で
の
楽
し
い

時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い

き
ま
す
。

　

い
つ
の
間
に
か
雨
が
止
み
、
木
々

の
合
間
か
ら
布
部
の
町
が
見
え
ま

す
。
森
の
体
験
も
こ
こ
で
終
了
。
一

年
生
の
笹
尾
凪な

海み

さ
ん
は
「
い
ろ
ん

な
葉
っ
ぱ
が
あ
っ
て
楽
し
か
っ
た
」

と
笑
顔
。
わ
ず
か
40
分
の
体
験
で
し

た
が
子
ど
も
た
ち
の
目
は
キ
ラ
キ
ラ

と
輝
い
て
い
ま
し
た
。

　

講
師
の
中
村
さ
ん
は
、
現
代
の
子

ど
も
た
ち
に
は
自
然
体
験
が
不
足
し

て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。「
森
は

想
像
力
や
人
と
の
協
調
性
、
物
事
へ

の
対
応
力
な
ど
生
き
る
力
を
養
う
こ

と
の
で
き
る
場
で
す
。
島
根
は
素
晴

ら
し
い
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
自
然
に
親
し

ん
で
ほ
し
い
」と
願
い
を
込
め
ま
す
。

森
は
生
き
る
力
を
養
う
学
び
の
場　

─
布
部
要
害
山
─
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学校林での体験授業。「クリのとげはどうなっているのでしょう」、問いかけの答えは森の中で探します。



  

古
事
記
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
国
生

み
の
母
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
葬

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
比
婆
山
。
こ

こ
に
も
山
を
中
心
に
新
し
い
風
が
吹

い
て
い
ま
す
。

　
「
５
年
前
の
古
事
記
編
さ
ん

１
３
０
０
年
を
機
に
、
地
域
の
宝
で

あ
る
比
婆
山
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
有

志
が
集
ま
り
会
を
結
成
し
ま
し
た
」

と
話
す
の
は
、
比
婆
山
再
生
活
性
化

協
議
会
の
山
本
智
明
さ
ん
。
中
心
と

な
っ
て
結
成
時
か
ら
会
の
活
動
を
支

え
て
い
ま
す
。

　
「
母
校
の
井
尻
小
学
校
の
校
歌
に

比
婆
山
は
出
て
き
ま
す
。
小
さ
い
こ

ろ
か
ら
親
し
ん
だ
、
ま
た
、
歴
史
の

県
定
住
財
団
の
制
度
を
活
用
し
て
島

根
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
た
赤
繁
久
恵
さ
ん

（
広
島
県
出
身
）。
案
内
所
に
週
末
だ

け
の
喫
茶
兼
お
土
産
店
を
営
業
し
、

観
光
客
や
地
元
の
皆
さ
ん
に
集
い
の

場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

｢

出
雲
＝
大
社
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域

で
も
神
々
し
い
神
社
や
史
跡
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
比
婆
山
は
、
と
て

も
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
場
所
と
感

じ
て
い
ま
す
。
協
議
会
の
皆
さ
ん
と

協
力
し
な
が
ら
多
く
の
人
に
、
知
ら

れ
て
い
な
い
比
婆
山
の
魅
力
を
伝
え

た
い
で
す｣

と
、
現
在
の
活
動
の

き
っ
か
け
を
話
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
柱
状
節
理
や
神
籠
石
、

陰
陽
竹
な
ど
不
思
議
な
ス
ポ
ッ
ト
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
将
来
は
こ
の

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
古
事
記
伝
来
の

場
所
を
巡
る
コ
ー
ス
を
提
案
し
て
い

き
た
い
で
す
」
と
、
新
た
な
構
想
を

考
え
て
い
ま
す
。

　
「
も
ち
ろ
ん
比
婆
山
ば
か
り
で
な

く
、
地
元
の
特
産
品
な
ど
い
い
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
と

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
開
発
や
販
売

に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す

ね
」。
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
比

婆
山
を
核
に
、
地
域
の
魅
力
づ
く
り

が
こ
れ
か
ら
も
進
ん
で
い
き
ま
す
。

あ
る
比
婆
山
を
何
と
か
し
た
い
。
想

い
の
あ
る
仲
間
が
集
ま
り
、
登
山
道

や
山
頂
の
環
境
整
備
を
は
じ
め
、
イ

ベ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」。

　

今
年
で
５
年
目
を
迎
え
た
比
婆
山

神
話
フ
ェ
ス
タ
は
、
特
産
市
や
舞
台

を
は
じ
め
、
山
頂
へ
の
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
大
会
な
ど
を
地
元
の
各
団
体
が
連

携
し
な
が
ら
企
画
・
開
催
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
域
の
人
の
ミ
ニ
サ
ロ

ン
的
な
場
所
づ
く
り
と
、
観
光
客
へ

の
情
報
提
供
を
兼
ね
た
比
婆
山
観
光

案
内
所
を
、
登
山
道
入
り
口
近
く
に

設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
案
内
所
に
は
昨
年
か
ら
新
た

な
助
っ
人
が
加
わ
り
ま
し
た
。
島
根

親
し
ん
で
き
た
山
を
何
と
か
し
た
い　

｜
比
婆
山─
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上 / 毎年５月に
開催される比婆
山神話フェスタ
のウオーキング
大会の様子（昨
年）
中 / 柱状節理は
国内有数の規模
と言われます。

下 / 比婆山観光案内所で「縄文カフェ」
を営業する赤繁さん。背後の山は比婆山。
カフェは金～日曜日の営業です。
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8 月 11 日は「山の日」です

よ
く
知
ろ
う
！
山
や
森
林
の
チ
カ
ラ

　

森
林
は
多
く
の
機
能
を
備
え
て
い

ま
す
。
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、
地

球
温
暖
化
を
防
止
す
る
働
き
や
、
水

資
源
を
蓄
え
、
空
気
を
き
れ
い
に
す

る
働
き
に
加
え
、
近
年
で
は
、
人
の

心
身
の
癒
や
し
を
与
え
る
働
き
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

災
害
防
止
も
そ
の
一
つ
。
森
林
の

表
面
の
土
は
、
落
葉
落
枝
な
ど
有
機

物
の
蓄
積
や
、
そ
れ
ら
を
食
べ
る
土

壌
生
物
な
ど
の
働
き
に
よ
っ
て
、
隙

し
、供
給
先
の
水
が
止
ま
り
ま
し
た
。

危
機
感
を
募
ら
せ
た
広
瀬
町
の
有
志

が
、
平
成
11
年
か
ら
飯
梨
川
源
流
の

西
比
田
地
区
で
植
林
活
動
を
始
め
ま

し
た
。
毎
年
10
㌃
ほ
ど
市
民
と
一
緒

に
、
ク
ヌ
ギ
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど
広

葉
樹
を
中
心
に
植
林
を
行
い
、
森
林

の
再
生
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

ん
は
、
い
く
つ
か
の
森
は
間
伐
な
ど

人
の
手
入
れ
が
必
要
だ
と
考
え
て
お

り
、
現
状
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　
「
私
た
ち
誰
も
が
山
や
森
林
な
ど

自
然
の
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
当
た
り
前
に
あ
る
よ
う
で
目

に
付
き
に
く
い
の
で
す
が
、
と
て
も

尊
い
も
の
で
す
。
森
林
は
す
ぐ
に
再

生
し
ま
せ
ん
。
喪
失
し
て
か
ら
で
は

遅
い
の
で
す
。
山
の
日
の
制
定
は
い

い
機
会
で
す
。
誰
も
が
山
に
つ
い
て

考
え
、
そ
の
価
値
を
認
識
し
、
子
ど

も
の
た
め
、
次
の
世
代
の
た
め
、
行

動
を
起
こ
し
て
ほ
し
い
」
と
期
待
を

込
め
ま
す
。

間
の
多
い
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
構
造

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
土

壌
が
雨
水
を
溜
め
、
地
下
に
水
を
供

給
し
、
豪
雨
時
に
も
、
山
崩
れ
、
土

石
流
な
ど
の
災
害
を
防
ぎ
ま
す
。

　

近
年
、
森
林
の
荒
廃
を
感
じ
、
植

林
を
続
け
て
い
る
団
体
が
あ
り
ま

す
。
広
瀬
町
ふ
る
さ
と
の
川
浄
化
実

行
員
会
も
そ
の
一
つ
で
す
。
設
立
の

き
っ
か
け
は
平
成
９
年
の
大
干
ば

つ
。
布
部
・
山
佐
の
両
ダ
ム
が
渇
水
　

同
会
の
事
務
局
長
で
、
し
ま
ね
東

部
森
林
組
合
前
組
合
長
の
澤
田
直
明

さ
ん
は
「
植
林
し
た
木
が
機
能
を
発

揮
す
る
に
は
、
最
低
で
も
15
年
ほ
ど

か
か
る
。
よ
う
や
く
最
初
の
木
々
が

そ
の
時
期
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
再

生
は
こ
れ
か
ら
で
す
」と
話
し
ま
す
。

　
「
昔
は
誰
も
が
所
有
の
山
に
ス
ギ

や
ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
を
植
え
ま
し

た
。
木
も
財
産
の
一
つ
だ
っ
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
時
代
の
変
遷
と
と
も

に
木
は
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。
手
入
れ
の
さ
れ
な
い
木
々
が

空
高
く
し
げ
り
、
日
光
を
遮
り
、
暗

い
森
へ
変
え
ま
し
た
。
山
は
荒
廃
が

進
ん
で
い
ま
す
」。
こ
の
よ
う
な
森

は
表
土
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
災
害
に

も
ろ
い
う
え
、
生
物
多
様
性
に
乏
し

く
、
森
林
の
機
能
は

著
し
く
低
下
し
ま
す
。
澤
田
さ

次
の
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
、

　
山
の
恵
み
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
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西比田で行われている植林。
（写真は昨年 10 月のもの）

８

しまね東部森林組合

前組合長

澤田直明さん



①十
とかみやま

神山（92.9 ｍ）安来町
　民謡安来節の歌詞
にも登場する安来港
の代名詞的存在。出
雲国風土記には砥神
嶋として記述されて
います。遊歩道やなぎさ公園が整備され、散
策にはお勧めの山です。神様の御座所となる
ことから山の木々には人の手が入らず、海辺
の植生を観察できる貴重な山でもあります。
　「最近はキャンプの問い合わせが増えてき
ました。なぎさ公園からは夜景がきれいです
よ」と、安来市観光協会の作野宏美さん。
②清

きよみずやま

水山（107.4 ｍ）宇賀荘町
③独
どくしょうざん

松山（320.6 ｍ）広瀬町、大塚町、能義町
④車
くるまやま

山（207.8 ｍ）田頼町、岩舟町、飯梨町
　古代は暑

あつがきのとぶひ

垣烽と呼ばれ、「のろし」場があっ
たと風土記に記述されています。現在は国土
地理院の三角点が置かれています。
　飯梨交流センター松本友和館長は、「平成
元年から地元の人によって登山道が整備さ
れ、山頂には桜が植えら
れました。現在も飯梨地区
環境保全の会によって年二
回、草刈りなどの整備がさ
れ、地元に愛されている山
です。岩舟登山口からは 30 分で登頂できま
す」と話します。
⑤京

きょうらぎさん

羅木山（473.0 ｍ）植田町・広瀬町石原
⑥月

がっさん

山（183.8 ｍ）広瀬町富田
⑦天

てんばやま

馬山（251ｍ）広瀬町上山佐
　山佐小学校の真向
かいにある天馬山。
昔、頂上に御殿があ
り、それから御殿場
となり、転じて天馬

登ってみよう。安来の山。

山になったといわれています。山佐小の校歌
に歌われ、地元で親しまれている山です。頂
上付近には、世にも珍しい巨大な割石があり、
気軽に楽しめる山です。
⑧三

さんぐんさん

郡山（806.0 ｍ）広瀬町奥田原
⑨布

ふべようがいさん

部要害山（183.0 ｍ）広瀬町布部
⑩猿
さるがくれやま

隠山（816.9 ｍ）広瀬町東比田
　安来市で一番標高の高い山。東比田地区を
見守るように立つ姿はシンボルのような存在
で、山頂からは地区が一望できます。近年、
整備が進み、御墓山までの縦走（全長約 6 ㌔）
が可能になりまし
た。縦走路はアップ
ダウンが少なく、快
適に天空散策を楽し
め、多くの登山客が訪れています。「縦走す
る人は帰る手段の準備をお忘れなく」と東比
田交流センターの田邊裕子主事。
⑪安

やすだようがいさん

田要害山（281.2 ｍ）伯太町安田
⑫比

ひ ば や ま

婆山（320.0 ｍ）伯太町井尻
⑬永

ながえやま

江山（570.1 ｍ）伯太町赤屋

広報やすぎ　2016年８月

※登山道が整備されている代
表的な山（概ね標高 100 ｍ以
上）を紹介しています。

９


