
（（男
八
石
）

（女
八
石
）

八石山登山
小国ルート

山頂からは、360度パノラマの景色が楽しめます。

滑りやすい急斜面！
ロープが設置されています。

なたが池コース
県道25号線の分岐から約2.5kmのところに
登山道の入り口があります。入り口の近くに２
～3台分、１００ｍ手前に４～5台分が止められる
スペースがあります。
階段のある急な上りもありますが、比較的歩
きやすいルートです。このルートの途中には、小
国伝説の一つ“なたが池”を遠望できる場所
があります。

なたが池

婆石展望台
木々の間から日本海が見えます。

滑りやすい急斜面！
ロープが設置されています。

婆石コース
県道25号線の分岐から約１．３ｋｍのところに登山道の入り口
があります。登山道入り口付近の林道沿いに若干スペースが
あり、4～5台程度の駐車が可能です。
急な上りが続きます。特に雨上がりはすべりやすいので注意
が必要です。
急な坂道にはロープが設置してありますので、軍手があると便
利です。

八石ステーキ

この道は、県道252号線
(八王子地内）に突き当
たります。

八王子集落

柏崎方面

一部、砂利道です。

婆石



八
石(

は
ち
こ
く)

の
婆
石(

ば
ば
い
し)

昔
、
八
石
山
に
鬼
の
よ
う
な
老
婆
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

夜
に
な
る
と
風
に
乗
っ
て
麓(

ふ
も
と)

の
村
々
に
や
っ
て
き
て
子
供
を
さ
ら
っ

て
連
れ
て
帰
り
、
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

村
々
の
人
た
ち
は
、
「
弥
三
郎
婆(

や
さ
ぶ
ろ
う
ば)

さ
ま
」と
言
っ
て
恐
ろ
し
が

り
ま
し
た
。
「
悪
い
子
に
な
っ
て
い
る
と
弥
三
郎
婆
様
が
来
る
ぞ
」と
い
う
と
、

い
た
ず
ら
し
て
い
た
子
供
は
ぴ
た
り
と
や
め
る
し
、
泣
い
て
い
た
子
も
す
ぐ
に

泣
き
止
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
婆
は
昼
は
岩
穴
に
住
ん
で
大
き
な
石
を
扉
に
し
て
穴
の
入
り
口
を
ふ
さ

ぎ
、
ア
ナ
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
退
治
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
が
こ
の
「
婆
石
」
で
す
。
こ
の
石
の
裏
側
に
は
鬼
婆
の
澄
ん
だ
「岩
穴
」

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
す
が
の
鬼
婆
も
世
の
中
が
だ
ん
だ
ん
開
け
て
く
る
と
神
通
力
が
き
か
な

く
な
っ
て
き
た
の
で
弥
彦
の
方
へ
逃
げ
て
い
き
、
伊
夜
日
子(

い
や
ひ
こ)

三
太

郎
の
後
妻
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
弥
彦
に
行
っ
た
鬼
婆
は
ま
た
ま
た
本
性
を
あ
ら
わ
し
て
、夜
に
な
る

と
近
所
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
き
て
食
べ
、
そ
の
着
て
い
た
着
物
を
一
本
の
杉

の
木
に
つ
る
し
て
お
き
ま
し
た
。

村
の
人
た
ち
は
大
変
困
っ
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
え
ら
い
い
坊
さ
ん
に
相

談
し
ま
し
た
。

そ
の
坊
さ
ん
の
は
か
ら
い
で
鬼
婆
を
神
様
に
お
祭
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
立
派
な
お
宮
を
建
て
て
や
り
「
妙
多
羅
天
女(

み
ょ
う
た
ら
て
ん

に
ょ)

」
と
い
う
名
前
を
送
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
鬼
婆
の
悪
業
は
ぴ
た
り
と

お
さ
ま
り
、
か
え
っ
て
子
ど
も
の
守
り
神
に
な
っ
て
近
郷
近
在
の
子
ど
も
た
ち

を
病
気
や
災
難
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
々
は
大
変
有
難
が
り
「
み
ょ
う
た
れ
ば
さ
」
と
言
っ
て
親
し
み
あ
が
め
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
婆
は
中
鯖
石(

な
か
さ
ば
い
し)

の
久
木
太
の
百
姓
弥
三
郎
の
姑
婆(

し
ゅ
う
と
ば
ば)

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

郷
土
史
研
究
家

山
﨑
正
治

文

な
た
が
池

長
く
続
く
八
石
山
の
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
っ
た
と
こ
ろ
に
く
ぼ
み
が

あ
っ
て
水
た
ま
り
が
で
き
て
い
ま
す
。

昔
、八
王
子
の
「あ
ら
や
し
き
」と
い
う
家
の
お
じ
い
さ
ん
が
「
ぼ
よ
切
り
」

に
行
っ
て
、一
生
け
ん
め
い
ナ
タ
を
ふ
る
っ
て
木
を
切
っ
て
い
た
ら
、ど
う
し
た

は
ず
み
か
、ナ
タ
が
手
か
ら
は
ず
れ
て
、水
た
ま
り
の
あ
た
り
に
「ボ
チ
ャ
ー

ン
」と
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。お
じ
い
さ
ん
は
大
事
な
ナ
タ
な
の
で
一
生
け

ん
め
い
探
し
ま
し
た
が
、な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。さ
が
し
て
い

る
う
ち
に
、な
ん
だ
か
そ
の
水
た
ま
り
が
、だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
よ
う
で

も
あ
る
し
、深
く
な
っ
て
い
く
よ
う
で
も
あ
る
の
で
、気
味
悪
く
な
っ
た
お
じ

い
さ
ん
は
、家
へ
逃
げ
て
帰
り
ま
し
た
。そ
う
し
て
村
の
衆
に
そ
の
話
を
し
た

の
で
、み
ん
な
は
半
信
半
疑
で
行
っ
て
み
る
と
、な
る
ほ
ど
水
た
ま
り
が
だ
ん

だ
ん
大
き
く
な
る
し
、深
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。見
て
い
る
う
ち
に
た
ま
っ
た

水
は
青
々
と
澄
ん
で
、と
う
と
う
池
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
誰
と
い
う
と
も
な
く
、あ
の
ナ
タ
が
池
に
落
ち
て
主
に
な
っ
た
の

だ
。あ
れ
は
「な
た
が
池
」だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
か
ら
百
年
～
百
五
十
年
く
ら
い
前
に
は
、そ
の
池
の
上
、五
～
六
〇

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
「御
嶽(

お
ん
た
け)

」と
い
う
お
宮
が
ま
つ
っ
て
あ
り
、

四
～
五
十
年
前
ま
で
は
神
主
さ
ん
が
来
て
お
祭
り
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。ま
た
、こ
の
お
宮
は
な
た
が
池
の
水
を
「
御
手
洗
水(

み
た
ら
せ)

」に
し

て
い
ま
し
た
が
、こ
の
水
を
飲
む
と
病
気
が
治
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「小
国
の
昔
話
・伝
説
」よ
り

国道404号線の相野原交差点を曲がり、八王子方面に向かい、八石ステーキののぼりの出ている所で右折（道路
標識はありません）。以降、八石ステーキののぼりや案内を目印に、 八石ステーキにむかいます。
八石ステーキの第二駐車場付近に林道八石山南線の起点があります。
また、八石ステーキの建物の裏手にも登山道の入り口がありますので、ご利用ください。
婆石ルート、なたが池ルートともに、登り口近くに止められる車は数台です。

八石ステーキ

婆石コース登り口

なたが池コース登り口

長岡市役所小国支所

『相野原』の交差点を案内看板の“田島”
方面に曲がる。

八石ステーキ第二駐車場向かい
の林道八石山南線の起点。左が
林道

八石ステーキの裏手からも、婆石ルートに繋がる登山道の入り口があります。
ここから登られる方は、八石ステーキの第3駐車場(下の方の駐車場）をご
利用ください。

林道八石山南線
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