
轟
の
景

　
N
o・19

　

裾
野
を
流
れ
る
東
谷
川
が
、
洪
水
の
際
に
岩

に
ぶ
つ
か
る
音
が
峰
々
に
こ
だ
ま
し
た
こ
と
か

ら
こ
う
呼
ば
れ
る
。
凹
凸
の
あ
る
岩
峰
は
東
か

ら
轟
峰
、
奥
峰
、
下
峰
の
3
峰
か
ら
な
る
。
国

道
５
０
０
号
沿
い
の
東
谷
簡
易
郵
便
局
か
ら
２

キ
ロ
ほ
ど
先
に
轟
の
景
。
す
ぐ
先
に
地
蔵
峠
へ

の
入
口
が
あ
る
。（
P
な
し
）

地
蔵
峠
の
景

N
o・ 21

　

鹿
嵐
山
の
北
西
に
位
置
す
る
峠
を
地
蔵
峠
と

い
う
。
お
地
蔵
さ
ん
と
休
憩
所
が
あ
る
。
見
所

は
峠
か
ら
20
分
ほ
ど
登
っ
た
先
に
あ
る
岩
稜

帯
。
万
里
の
長
城
と
い
わ
れ
る
岩
尾
根
か
ら
は

こ
れ
ぞ
耶
馬
渓
と
い
う
光
景
が
眼
下
に
広
が

る
。
岩
稜
帯
の
最
端
ま
で
は
切
り
立
っ
た
尾
根

を
歩
く
の
で
無
理
は
禁
物
。（
P
あ
り
）

「天空の道展望所」から中津市街を望む。

◉ここでは気軽に周回できる山頂探訪コースを
紹介。

◉小池入口の駐車スペース（テーブルとベンチあ
り、トイレなし）をスタートし、1番奥の駐車ス
ペースに降りてくる右回りで周回。

◉散策マップは中津市のホームページからダウ
ンロードできる。山中の各遊歩道入口にも設置
されている。　

◉コースタイム（山頂探訪コース）：登山口→10分
→小池→30分→山頂→20分→ゴール地点→3
分→登山口（1周：約1時間）

◉国道500号沿い「鹿嵐山登山口」の看板から入り、
3kmほど先に駐車場あり（トイレなし）。

◉登山道入口の看板から小さな橋を渡り山道へ。

◉「万里の長城」は切り立った岩稜帯。雨天時は足
元が滑りやすい。天気を選んで登ろう。初心者だ
けでの入山は避けよう。

◉岩稜帯の最端へは万里の長城の先にある、「鹿嵐
山山開登山順路」の看板を右へ下る。

◉コースタイム：登山口→30分→地蔵峠→20分→
万里の長城→15分→最端展望所（往復：約2時
間）

津民
耶馬渓 本耶馬渓

東耶馬渓

深耶馬渓 椎屋耶馬渓

南耶馬渓

裏耶馬渓

東
耶
馬
渓

見
下
ろ
す
耶
馬
渓
も
い
い

八
面
山
の
山
頂
か
ら
、万
里
の
長
城
か
ら
。

見
上
げ
る
の
で
は
な
く
、耶
馬
渓
の
中
に
分
け
入
り
、景
色
を
見
下
ろ
し
て
み
る
。

耶
馬
渓
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

八
面
山
の
景 

No・ 17

　

ど
こ
か
ら
見
て
も
同
じ
形
の
八
面
山
だ
が
、

南
側
の
山
麓
か
ら
眺
め
る
と
、
見
慣
れ
た
優
し

い
山
容
と
は
違
う
表
情
が
見
ら
れ
る
。
昔
は
竹

が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
箭
山
と
も
呼
ば
れ
る
。

山
上
部
に
は
、
大
宝
元（
7
0
1
）年
、
法
蓮
上

人
に
よ
り
開
山
さ
れ
た
箭
山
神
社
上
宮
が
鎮
座

す
る
。
社
殿
の
北
に
あ
る
鷹
石
は
御
神
体
で
、

そ
の一
帯
の
巨
石
は
古
代
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
る
。
英
彦
山
と
国
東
六
郷
満
山
の

中
継
的
役
割
を
も
つ
霊
山
で
あ
り
、
山
中
に
は

巨
石
信
仰
の
謂
れ
を
も
つ
石
が
点
在
す
る
。（
P

あ
り
）

奥耶馬渓

は
ち
め
ん
ざ
ん

じ
ぞ
う
と
う
げ

と
ど
ろ
き

や　
や
ま

た
か
い
し

登山口
入口
看板

石畳 木の橋

地蔵峠

道標

万里の長城
山頂下分岐岩場危険

最端

鹿嵐山
757.8m

第1展望地

八面山平和公園 八面山平和公園バス停前
八面山野外音楽堂

イチイガシの林
天空の道展望所
箭山神社
修験の滝和与石

地球が丸く見える丘

夕日を望む丘

第2展望地

第5展望地八面山
小池

八面山大池

アマチュア無線基地

▲
八面山山頂 しょうけのはな

第3展望地
第4展望地

：その他の一般登山コース：山頂探訪コース



仙
岩
山
の
景

　
N
o・23

　

県
道
6
6
4
号
沿
い
に「
仙
岩
山
自
然
散
策
展

望
台
」の
看
板
が
あ
り
、
山
道
を
少
し
登
る
と
岩

場
の
上
に
展
望
地
が
あ
る
。
岩
峰
群
を
正
面
に

望
む
景
観
は
圧
巻
。
中
腹
に
あ
る
宝
陀
寺
奥
の

堂
へ
は
、
山
麓
の
仙
人
入
口
バ
ス
停
か
ら
徒
歩

15
分
ほ
ど
で
鳥
居
に
出
る
。
鳥
居
か
ら
さ
ら
に

登
る
と
岩
窟
に
建
て
ら
れ
た
奥
の
堂
が
あ
る
。

干
ば
つ
時
に
は
汐
汲
と
称
し
、
多
く
の
村
人
が

雨
を
願
い
参
詣
し
て
い
た
。
仙
岩
山
へ
は
、
お
堂

の
右
手
か
ら
山
道
を
入
る
が
岩
場
で
危
険
。（
P

な
し
）

高
野
堂
の
景

　
N
o・22

　

本
堂
の
裏
を
め
ぐ
る
周
遊
道
は
、
間
近
に
鋭

い
岩
峰
を
望
み
な
が
ら
岩
場
を
歩
く
こ
と
が
で

き
、
趣
が
あ
る
。
危
険
な
箇
所
も
あ
る
た
め
慎
重

に
。
入
口
に
周
遊
案
内
図
が
あ
る
。
江
戸
中
期
に

弘
法
大
師
の
石
像
が
安
置
さ
れ
、
大
師
信
仰
が

流
行
。
遠
方
か
ら
も
参
詣
者
が
訪
れ
、
山
麓
は
菓

子
や
酒
を
振
る
舞
う
店
で
賑
わ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
も
盛
衰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
昭
和
初
期

ま
で
宇
佐
の
名
所
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
県

道
６
６
４
号
沿
い
の
古
い
石
橋
の
奥
に
仁
王
像

が
見
え
る
。（
P
な
し
）

中
ノ
迫
の
景

　
N
o・18 

　

県
道
44
号
を「
八
面
山
神
護
寺
奥
の
院
」の
看
板
か

ら
入
っ
て
し
ば
ら
く
登
る
と
前
方
に
奇
岩
が
見
え

て
く
る
。
車
道
は
や
や
不
安
に
な
る
狭
さ
で
落
石
も

多
い
が
、
秘
境
感
溢
れ
る
。
奥
に
は
和
気
清
麻
呂
伝
説

が
残
る
阿
羽
羅
堂
が
あ
る
。
こ
の
地
を
訪
れ
た
和
気

清
麻
呂
は
、
洞
窟
か
ら
湧
き
出
る
霊
水
で
、
痛
め
た

足
を
治
し
た
。
従
者
の
阿
羽
羅
が
歌
に
残
し
て
い
る
。

　
「
君
が
た
め 

祈
る
箭
山
の
岩
清
水 

汲
み
と
ら
し
め

よ 

阿
羽
羅
の
願
い
」（
P
あ
り
）

引
水
の
景

N
o・20

　

静
か
な
引
水
集
落
の
中
を
進
む
と
、
目

の
前
に
突
如
現
れ
る
日
本
昔
ば
な
し
に
出

て
く
る
よ
う
な
小
山
。
轟
の
景
の
先
、
引
水

迫
延
命
水
の
看
板
を
過
ぎ
た
次
の
角
を
右

折
し
、
す
ぐ
の
Ｙ
字
路
を
右
折
後
し
ば
ら

く
進
む
と
正
面
に
見
え
る
。
戻
っ
て
延
命

水
も
汲
ん
で
帰
り
た
い
。（
P
な
し
）

だ
い　
し
し
ん
こ
う

わ　
け
の
き
よ
ま
ろ

ひ
き
ゅ
う
ず

さ
こ
え
ん
め
い
す
い

あ　
ば　
ら　
ど
う

し
お
く
み

ほ
う　
だ　

じ

せ
ん
が
ん
ざ
ん

こ
う　
や　
ど
う

な
か
の
さ
こ

ひ
き
ゅ
う
ず

←至中津

東谷簡易郵便局 19 轟の景

20 引水の景
引水迫延命水

地蔵峠
登山口

21 地蔵峠の景

23 仙岩山の景

22 高野堂の景

18 中ノ迫の景

↓至院内

至宇
佐→

鹿嵐山

展望台入口

乙村岳

＝ビューポイント

●轟の景→引水の景→引水迫の延命水→地蔵峠の景
●中ノ迫の景→高野堂の景→仙岩山の景

〈東耶馬渓おすすめコース〉

18 中ノ迫の景

17 八面山の景

足嶽

八面山
金色温泉館

八面山平和公園
バス停前

深水小学校

東九州自動車道



見上げれば景 この辺りに差しかかると、川を挟んで右に左に見上げれば景なのである。
この４景の見分けがつけばもう耶馬渓通。

1690

津民
耶馬渓

本耶馬渓
東耶馬渓

深耶馬渓 椎屋
耶馬渓

南耶馬渓

奥耶馬渓

裏耶馬渓

「
行
く
ま
ま
に
、進
む
ま
ま
に
さ
な
が
ら
文
人
画
の
絵
巻
で
も

紐
解
く
よ
う
に
、次
第
に
現
れ
て
く
る
様
」と
田
山
花
袋
が

耶
馬
渓
を
表
現
し
た
よ
う
に
、次
々
と
景
は
現
れ
る
。

津
民
耶
馬
渓

絵
に
も
描
け
な
い
美
し
さ

擲
筆
峰
の
景

　
No・28

　

こ
の
地
を
訪
れ
た
頼
山
陽
は
、「
此
の
山
に
至
り
筆
を

投
じ
て
嘆
ず
」と
、
描
き
き
れ
な
い
ほ
ど
の
景
観
美
に
感

嘆
し
筆
を
投
げ
た
と
い
う
。
仙
岩
山
や
羅
漢
寺
も
訪
れ

た
が
、「
山
は
水
と
呼
応
し
な
け
れ
ば
生
気
を
帯
び
て

迫
っ
て
こ
な
い
。
石
は
樹
を
配
さ
な
け
れ
ば
蒼
い
潤
い

は
出
な
い
」と
言
い
、
数
日
後
に
柿
坂
を
再
訪
し
て
い

る
。
ま
さ
に
、「
耶
馬
渓
」の
名
が
生

ま
れ
た
場
所
と
い
え
る
。
頼
山
陽
の

詩
碑
が
建
つ
河
岸
へ
は
、
柿
坂
郵
便

局
裏
手
の
駐
在
所
の
前
か
ら
入
れ

る
。（
P
あ
り
）

祇
園
洞
の
景

　
No・
29

　

国
道
２
１
２
号
沿
い
の
耶
馬
渓
中
学
校
を
左
に
見
た

先
の
交
差
点
を
過
ぎ
、
す
ぐ
左
手
に
石
段
が
見
え
る
。
石

段
を
登
り
き
る
と
岩
洞
窟
に
祇
園
社
が
祀
っ
て
あ
る
。
耶

馬
渓
ふ
る
さ
と
村
旬
菜
館
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
。（
P
な
し
）

大
屋
敷
の
景  

N
o・26

　

高
城
山
が
山
国
川
に
接
す
る
一
帯
。
頼
山
陽
が

友
人
た
ち
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
景
色
を
眺

め
た
眺
望
岩
が
あ
る
。
現
在
は
木
が
生
い
茂
り
分

か
り
づ
ら
い
。
耶
馬
渓
鉄
道
の
廃
線
跡
、
第
二
山
国

川
橋
か
ら
の
眺
め
が
い
い
。（
P
あ
り
）

酔
仙
岩
の
景  

N
o・25

　
「
菩
薩
峰
の
景
」と
も
呼
ば
れ
る
。頼
山
陽
が「
二
十

五
菩
薩
が
楽
を
奏
し
て
至
る
が
如
く
」と
述
べ
て
い

る
。確
か
に
眺
め
て
い
る
と
、観
音
菩
薩
に
見
え
て

く
る
。左
岸
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
や
県
道
２
号

に
入
る
橋
の
辺
り
か
ら
見
る
と
い
い
。（
P
な
し
）

朝
天
峰
の
景  

N
o・27

　

国
道
２
１
２
号
沿
い
、
大
屋
敷
の
景
の
向
か
い

に
見
ら
れ
る
。
木
に
隠
れ
て
や
や
見
づ
ら
い
が
、
見

る
方
向
で
違
っ
た
形
の
岩
峰
が
見
ら
れ
る
。
２
つ

の
景
の
ち
ょ
う
ど
間
に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。

（
P
あ
り
）

烏
帽
子
岳
の
景  

No・24

　

山
国
川
と
津
民
川
の
合
流
点
の
北
側
に
そ
び
え

る
烏
帽
子
岳
の
山
腹
に
見
ら
れ
る
。
山
腹
の
下
方

は
机
峰
、
山
裾
の
淵
は
机
淵
と
称
さ
れ
、
文
人
た
ち

が
訪
れ
た
。
現
在
で
は
木
が
生
い
茂
り
分
か
り
づ

ら
い
。（
P
な
し
）

て
き
ひ
っ
ぽ
う

ぎ　
お
ん　
ど
う

え　　
ぼ　

し　
だ
け

お
お　
や　
し
き

す
い
せ
ん
が
ん

ち
ょ
う
て
ん
ぽ
う

つ
く
え
ぶ
ち

つ
く
え
み
ね

耶馬渓ふるさと村 旬菜館

耶馬渓アクアパーク

耶馬渓ダム

耶馬渓
中学校

柿坂警察官駐在所

24 烏帽子岳の景

●烏帽子岳の景→酔仙岩の景→朝天峰の景→
　擲筆峰の景→耶馬渓ふるさと村旬菜館→
　祇園堂の景→山瀬の景（ダム湖対岸から）
※山国川沿いに景が集中するこのエリアは、耶
　馬渓サイクリングターミナルで自転車を借
　りてのんびり周回するのもおすすめ
※擲筆峰の景周辺一帯は県指定天然記念物
　「ゲンカイツツジ」の群生地

〈津民耶馬渓おすすめコース〉

＝ビューポイント
至中津↑

至山国

↑

26 大屋敷の景

27 朝天峰の景
25 酔仙岩の景

中津市役所 耶馬渓支所

耶馬渓サイクリングターミナル

29 祇園洞の景

28 擲筆峰の景

30 山瀬の景

中津南高校
耶馬渓校

御霊もみじ

渓石園

至玖珠↑



柾
木
の
景

N
o・33

　

県
道
６
４
６
号
を
萩
原
バ
ス

停
か
ら
左
折
し
、
萩
原
氏
宅
前

バ
ス
停
を
過
ぎ
少
し
上
が
っ
た

辺
り
。
正
面
に
は
多
く
の
ウ
メ

が
植
え
ら
れ
た
大
岩
壁
が
そ
び

え
、
振
り
返
る
と
山
々
の
山
腹

か
ら
奇
岩
が
飛
び
出
て
い
る
様

が
見
ら
れ
る
。（
P
な
し
）

柾
木
の
滝
の
景

　
N
o・32

　

長
岩
城
の
城
主
、
野
仲
氏
の

遊
宴
の
地
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る

の
も
頷
け
る
水
と
苔
む
し
た
岩

と
緑
豊
か
な
一
帯
。「
滝
お
り

口
」の
看
板
か
ら
川
へ
。
対
岸

の
鎖
を
伝
っ
た
先
で
滝
壺
を
鑑

賞
で
き
る
が
、
現
在
は
対
岸
へ

渡
る
堰
が
崩
壊
し
て
お
り
注
意

が
必
要
。
遊
歩
道
の
補
修
計
画

が
あ
る
。（
2
0
1
9
年
3
月
現

在
）（
P
・
ト
イ
レ
あ
り
）

落
合
の
滝
の
景 

　
N
o・34

　

深
い
緑
の
滝
壺
に
、
真
っ
直
ぐ
に
落
ち
る
水
柱

の
白
さ
が
際
立
つ
。
周
囲
を
美
し
い
節
理
の
岸
壁

に
囲
ま
れ
、
静
か
に
滝
見
で
き
る
。
県
道
２
号
の

左
手
に
滝
入
口
の
看
板
が
あ
る
。
河
川
プ
ー
ル
の

駐
車
場
よ
り
徒
歩
５
分
ほ
ど
。（
P
あ
り
）

山
瀬
の
景

　No・30

　

県
道
28
号
の
柿
瀬
橋
の
北
側
に
並
ぶ

3
峰
。
対
岸
の
耶
馬
渓
ダ
ム
湖
畔
よ
り

望
め
る
。
ダ
ム
湖
の
北
に
は
桜
と
紅
葉

の
名
所「
渓
石
園
」が
あ
る
。（
P
な
し
）

潜
岩
の
景

　
No・31

　

津
民
川
に
沿
っ
て
奇
岩
が
そ
び
え
立
つ
。
い
た
る
と
こ
ろ

に
大
小
の
洞
穴
が
あ
り
潜
岩
と
呼
ば
れ
、
そ
の
間
か
ら
清
水

が
湧
き
出
る
。
背
後
に
は
修
験
の
山
、
桧
原
山
が
あ
り
、
山

腹
の
正
平
寺
で
は
７
０
０
年
以
上
に
渡
り
継
承
さ
れ
て
き

た
御
田
植
祭「
桧
原
マ
ツ
」が
行
わ
れ
る
。
切
り
立
っ
た
岩
壁

は
津
民
小
学
校
か
ら
見
ら
れ
る
。（
P
な
し
）

お
ち　
あ
い　
　

た
き

ま
さ　
き　
　
　
た
き

ま
さ　
き

や
ま　
せ

く
ぐ
り
い
わ

ひ　
ば
る
さ
ん

長岩城
永岩小学校跡

津民小学校

31潜岩の景

落合の滝の景入口

34 落合の滝の景

33 柾木の景

鋸岩・古峠の景入口

●潜岩の景→柾木の滝の景→柾木の景→
　落合の滝の景→川原口の景→長岩城

〈津民耶馬渓おすすめコース〉

＝ビューポイント

至

↑

35 川原口の景

32 柾木の滝の景
36 鋸岩・古峠の景

鋸岩・古峠の景入口



◉県道２号沿いの永岩小学校跡から
１kmほど先の右手に２台ほどの駐
車スペースと古峠の看板がある。

◉古峠から左へ取ると古峠の景展望
所、右へ取ると鋸岩へ。鋸岩への山
道は崩壊しているため、林道へ迂回
する。

◉稜線の岩場には鎖を伝って登る。十
分に注意が必要。　

◉コースタイム：登山口→30分→分
岐→45分→古峠→15分→古峠の
景（往復：約3時間）

登山口

分岐右へ

古峠の景

鎖場
鋸岩

新古峠
雁股山

経読岳

古峠

→

→

鋸
岩・古
峠
の
景

　
No・36

　

古
峠
は
、
経
読
岳
と
雁
股
山
を

つ
な
ぐ
稜
線
の
ち
ょ
う
ど
間
に
あ

る
。
こ
の
尾
根
は
福
岡
と
大
分
の

県
境
で
、
九
州
自
然
歩
道
が
整
備

さ
れ
て
い
る
。

　

登
山
口
か
ら
し
ば
ら
く
舗
装
さ

れ
た
道
を
登
っ
て
い
く
。
切
り
開

か
れ
た
杉
林
を
抜
け
た
先
の
分
岐

を
右
に
取
り
、
ひ
た
す
ら
ま
っ
す

ぐ
登
る
。
し
ば
ら
く
登
る
と
前
方

に
尖
っ
た
岩
が
見
え
て
く
る
。
道

が
広
く
な
り
、
登
り
つ
め
る
と
古

峠
。
峠
か
ら
左
に
向
か
い
、
古
峠

の
景
へ
。
最
初
の
岩
峰
に
出
る
と

眼
下
に
大
き
な
窟
が
見
え
る
。
さ

ら
に
進
む
と
、
窟
の
上
に
出
ら
れ

る
。
風
化
し
た
岩
峰
群
を
見
下
ろ

す
景
観
は
、
耶
馬
渓
の
上
に
乗
っ

て
い
る
感
覚
に
な
り
足
が
す
く
む

ほ
ど
。

　

鋸
岩
へ
は
古
峠
へ
戻
り
脇
の
林

道
を
経
て
登
り
返
す
。
尾
根
伝
い

は
通
行
禁
止
。（
P
あ
り
）

川
原
口
の
景

　
No・35

　

落
合
の
滝
か
ら
２
キ
ロ
ほ
ど
先
の

右
岸
に
そ
び
え
る
一
帯
で
、
凝
灰
角
礫

岩
が
差
別
侵
食
さ
れ
で
き
た
岩
峰
。
大

分
県
の
天
然
記
念
物
ゲ
ン
カ
イ
ツ
ツ

ジ
が
群
生
す
る
。
こ
の
景
の
奥
に
続
く

山
中
に
は
、
地
形
を
活
か
し
た
奇
岩
の

要
塞
、
長
岩
城
跡
が
あ
り
、
石
塁
、
石

積
櫓
な
ど
が
数
多
く
残
る
。
全
国
的
に

も
貴
重
な
中
世
山
城
の
遺
構
で
あ
る
。

（
P
・
ト
イ
レ
あ
り
）

の
こ
い
わ　

こ
と
う
げ

か
わ　
ら
ぐ
ち

せ
き
る
い

い
し

つ
み
や
ぐ
ら

き
ょ
う
よ
み
だ
け

か
り
ま
た
や
ま


