
 

1 

天
孫
降
臨
に
お
け
る
猿
田
彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
崎 

勝 

 

天
孫
降
臨
の
謎 

天
孫
降
臨
の
地
で
、
邇
邇
芸
命
（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）
は
次
の
よ
う
に
詔

し
た
と
、
古
事
記
に
記
し
て
い
る
。 

「
こ
こ
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、『
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を

眞
来
通
り
て
、
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
な
り
。
故
、
此
地
は

甚
吉
き
地
』
と
詔
り
た
ま
ひ
て
底
つ
岩
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷

ぎ(

椽)

た
か
し
り
て
坐
し
き
。」（
倉
野
憲
司
校
注
・
岩
波
書
店
） 

 

天
孫
降
臨
で
は
出
発
地
の
高
天
原
と
と
も
に
、降
臨
の
地
が
ど
こ
な
の
か
、

謎
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
出
雲
国
譲
り
が
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の

行
き
先
が
出
雲
で
は
な
い
こ
と
や
、道
案
内
し
た
猿
田
彦
が
ど
ん
な
人
な
の

か
も
謎
で
あ
る
。 

 

此
地
は
韓
国
に
向
ひ 

有
力
な
天
孫
降
臨
の
地
は
、臼
杵
郡
の
高
千
穂
町
と
霧
島
の
高
千
穂
峰
で

あ
る
。
詔
に
『
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
』
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
博
多
湾
岸
説
も

あ
る
。 

 

次
図
は
神
武
東
征
の
経
路
を
調
査
す
る
中
で
見
つ
け
た
、壱
岐
と
唐
津
に

あ
る
高
尾
山
を
、
直
線
で
結
び
北
と
南
に
延
長
し
た
図
で
あ
る
。
狗
邪
韓
国

か
ら
遠
く
高
千
穂
峰
に
続
く
直
線
が
見
つ
か
っ
た
。 

 

こ
の
直
線
上
に
は
人
吉
市
の
高
尾
山
も
あ
り
、偶
然
で
無
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
直
線
は
１
５
２
度
の
角
度
で
、
夏
至
の
日
の
出
方
角
６
２
度
と
の

差
は
９
０
度
で
あ
る
。
夏
至
の
日
の
出
方
角
を
東
と
し
た
と
き
の
、
南
北
に

向
く
直
線
と
い
え
る
。 

魏
志
倭
人
伝
は
対
馬
国
か
ら
一
支
国
へ
の
渡
海
を
、「
ま
た
南
に
一
海
を

渡
る
」と
こ
の
１
５
２
度
の
方
位
を
南
と
記
し
て
い
る
。そ
こ
で
上
陸
後
も
、

こ
の
基
準
で
行
程
の
方
角
を
記
録
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
そ

の
後
の
混
乱
を
招
い
た
。「
東
南
伊
都
国
」「
東
南
至
奴
国
」「
東
行
不
弥
国
」

が
有
力
候
補
の
糸
島
市
・
春
日
市
・
宇
美
町
に
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
不
弥

地図１ 魏志が記す行程の方角 
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国
か
ら
「
南
至
投
馬
国
」
の
西
都
市
、「
南
至
邪
馬
台
国
」
の
朝
倉
市
、「
其

南
狗
奴
国
」
の
菊
池
市
の
全
て
が
１
５
２
度
の
方
角
基
準
で
整
合
す
る
。 

邇
邇
芸
命
は
狗
邪
韓
国
か
ら
高
千
穂
峰
に
続
く
、
こ
の
奇
跡
の
直
線
を

知
っ
て
い
て
、
詔
の
『
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
』
の
一
言
を
発
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
高
千
穂
峰
か
ら
狗
奴
韓
国
方
向
に
あ
る
山
に
、
韓
国
岳
と
名
付

け
た
と
推
測
す
る
。 
ま
た
高
千
穂
峰
の
東
に
当
た
る
日
向
国
を
、
朝
日
の

直
刺
す
国
、薩
摩
の
阿
多
付
近
を
夕
日
の
日
照
る
国
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ

う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
千
穂
峰 

高
千
穂
峰
に
登
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
記
紀
に
記
す
高
千
穂
峰
か

ら
浮
島
に
い
た
る
表
現
が
、
登
山

経
路
と
良
く
一
致
し
て
い
る
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。
付
近
の
地
図

を
載
せ
る
。 

・
天
の
浮
橋 

邇
邇
芸
命
は
雲

海
の
中
の
高
千
穂
峰
に
立
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
遠
く
の
山
々
が
島

の
よ
う
に
見
え
て
、
霧
島
と
名
づ

け
た
と
考
え
る
。
高
千
穂
峰
か
ら

降
り
る
と
き
は
、
お
鉢
に
登
り
返

す
鞍
部
を
通
る
。
鞍
部(

背
門
丘)

の
両
側
が
霧
の
海
で
橋
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。 

・
二
上
峯 
 

お
鉢
は
高
千
穂
峰
に
添
う
よ
う
に
あ
る
火
口
で
あ
る
。 

登
山
口
か
ら
見
る
と
、
両
端
が
高
く
な
っ
て
い
て
、
二
上
山

の
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
添
（
そ
ふ
り
）
の
山
峯
と
い
う
表

現
も
当
た
っ
て
い
る
。 

・
梯
子 

 
 

お
鉢
か
ら
の
下
山
道
で
は
、
後
ろ
向
き
に
岩
に
掴
ま
り
な

が
ら
降
り
、
そ
の
姿
は
梯
子
を
降
り
る
に
似
て
い
る
。 

・
浮
島 

 
 

登
山
道
入
口
に
あ
る
神
籬
（
ひ
も
ろ
ぎ
）
斎
場
は
平
地
に

な
っ
て
い
て
、
霧
の
中
を
下
り
て
き
た
と
き
、
浮
島
に
見
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
浮
島
平
の
表
現
も
納
得
で
き
る
。 

頓
丘

ひ
た
お
か 日

本
書
紀
は
高
千
穂
か
ら
の
経
路
を
、『
そ
宍
の
空
国
を
、
頓
丘
か
ら
国

覓
ぎ
行
去
り
て
、
吾
田
の
長
屋
の
笠
狹
碕
に
到
る
。』
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
頓
丘
を
現
代
訳
で
は
丘
続
き
に
歩
い
た
と
し
て
い
る
。こ
れ
を
具
体
的
に

考
え
て
み
た
。
当
時
、
山
に
名
前
も
無
い
時
代
な
の
で
、
山
々
に
丘
と
い
う

名
を
付
け
な
が
ら
進
ん
だ
と
解
釈
し
た
。そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
北
海
道
を

除
く
全
国
で
５
３
の
丘
と
岡
と
い
う
名
の
山
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
内
、
４

６
ま
で
も
南
九
州
に
集
中
し
て
い
た
。
地
図
３
に
示
す
。
高
千
穂
峰
か
ら
笠

沙
の
野
間
岬
に
向
か
っ
て
、
岡
ま
た
は
丘
と
付
く
名
の
山
が
続
い
て
い
る
。

野
間
半
島
か
ら
鹿
児
島
湾
を
渡
り
大
隈
半
島
を
巡
り
、
逆
「
の
」
の
字
型
の

経
路
は
、
八
代
海
の
獅
子
島
で
終
わ
っ
て
い
る
。 

    地図２ 高千穂峰付近の地図 
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山 く 付 が 名 の 丘 と 岡 の 国 全 

 

１ 表 

  
 

 

  

番号 名 称 所 在 地 番号 名 称 所 在 地 

1 国見が丘 宮崎県西臼杵郡 28 横堀の岡 鹿児島県肝属郡 

― 母智丘 宮崎県都城市 29 陣ノ岡 鹿児島県鹿屋市 

2 虎ケ尾岡 鹿児島県霧島市 30 霧島ケ丘 鹿児島県鹿屋市 

3 文字岡 鹿児島県霧島市 31 草野丘 鹿児島県曽於郡 

4 二牟礼岡 鹿児島県霧島市 32 宇都丘 鹿児島県志布志市 

5 雨祈岡 鹿児島県霧島市 ― 勿体岡 鹿児島県串間市 

6 丸岡 鹿児島県霧島市 33 岳野丘 鹿児島県志布志市 

7 鏡ケ岡 鹿児島県霧島市 34 登見ノ丘 鹿児島県鹿屋市 

8 貝吹岡 鹿児島県霧島市 35 狐ケ丘 鹿児島県鹿屋市 

9 茶屋ケ岡 鹿児島県さつま町 36 惣陣が丘 鹿児島県霧島市 

10 有年ケ岡 鹿児島県薩摩川内市 37 陣が岡 鹿児島県曽於市 

11 田原丘 鹿児島県さつま町 38 大野岡 宮崎県都城市 

12 弥三郎ケ岡 鹿児島県さつま町 39 霞ケ丘 宮崎県西諸県郡 

13 須杭岡 鹿児島県さつま町 40 土然ケ丘 宮崎県小林市 

14 小毛野岡 鹿児島県薩摩川内市 41 霞ケ丘 宮崎県小林市 

15 今村岡 鹿児島県薩摩川内市 42 城ノ岡 宮崎県小林市 

16 火立ケ岡 鹿児島県いちき串木野市 43 八幡丘 宮崎県えびの市 

17 陣ケ岡 鹿児島県いちき串木野市 44 鳶巣丘 鹿児島県伊佐市 

18 鳶ケ岡 鹿児島県鹿児島市 45 鳥神岡 鹿児島県伊佐市 

19 餅ケ岡 鹿児島県鹿児島市 46 黒崎丘 鹿児島県出水郡 

20 剱ノ岡 鹿児島県姶良市 47 城ケ岡 兵庫県三田市 

21 牟礼ケ岡 鹿児島県鹿児島市 48 雙ヶ岡 京都市右京区 

22 牛頭野岡 鹿児島県日置市 49 石堂ケ岡 大阪府豊能郡 

23 甚九朗岡 鹿児島南さつま市 50 天樫丘 奈良県高市郡 

24 乗越の岡 鹿児島南さつま市 51 君ケ岡 宮城県刈田郡 

25 西の丘 鹿児島南さつま市 52 陣ケ岡 岩手県紫波郡 

26 亀ケ丘 鹿児島南さつま市笠 
53 

迦陵嚬

伽岡 
岩手県一関市 

27 辻風岡 鹿児島県南九州市 
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地図３ 南九州の岡または丘と名が付く山の分布 

 

21,22,23

の
直
線
や39,40,41

の
矢
印
型
の
配
置
は
、『
朝
日
の
直 

刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
』
を
強
く
意
識
し
た
配
置
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。 

 

こ
の
岡
や
丘
の
配
置
や
名
前
に
、
古
代
人
の
多
く
の
心
が
、
託
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
を
幾
つ
か
挙
げ
る
。 

１
、
牟
礼
は
岡
の
意
味
で
あ
る
が
、
牟
礼
ケ
岡
の
名
が
あ
る
。
岡
の
中

の
岡
の
意
味
か
、
幾
つ
も
の
経
路
が
牟
礼
ケ
岡
を
指
し
て
い
る
。 

２
、
岡
と
丘
が
混
合
し
て
い
る
が
、
丘
の
数
は
１
＊
２
、
３
＊
４
＊
３
＊

２
＊
１
と
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
田
原
丘
の
前
に
有
年
ケ
岡
を
配

置
し
て
、
母
智
丘
か
ら
田
原
丘
ま
で
一
年
を
有
し
た
と
記
録
し
て

い
る
。
こ
の
天
孫
降
臨
は
七
年
を
要
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

３
、
姶
良
市
と
鹿
児
島
市
の
間
の
難
所
、
竜
ヶ
水
を
避
け
る
道
を
切
り

開
い
た
と
思
わ
れ
る
岡
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

４
、
大
隅
半
島
の
曽
於
市
付
近
に
は
、
弥
五
郎
ど
ん
伝
説
が
残
さ
れ
て

い
る
が
、
名
の
良
く
似
た
弥
三
郎
ケ
岡
が
あ
る
。
そ
の
他
、
甚
九

朗
岡
も
見
え
る
。
弥
五
郎
ど
ん
は
猿
田
彦
の
こ
と
と
考
え
る
。 

５
、
岡
の
直
列
で
鹿
児
島
湾
の
渡
海
は
、
指
宿
か
ら
、
大
隅
半
島
の
根

占
に
渡
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

６
、
宇
都
丘
が
大
隅
半
島
に
あ
る
が
、
宇
都
の
地
名
は
、
南
九
州
に
集

中
し
て
い
た
。 

７
、
八
代
海
の
獅
子
島
の
黒
崎
丘
が
最
後
の
丘
で
あ
る
が
、
こ
の
海
で

遭
難
が
あ
っ
た
名
と
考
え
る
。
遭
難
者
は
記
紀
の
記
述
か
ら
、
猿

田
彦
が
候
補
と
し
て
あ
が
る
。
黒
崎
丘
と
鳥
神
岡
を
結
ぶ
と
高
千

穂
峰
に
続
い
て
い
て
、
天
孫
降
臨
を
先
導
し
た
猿
田
彦
の
心
を
遺

し
た
よ
う
に
見
え
る
。 
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神
武
東
征
と
岡 

神
武
天
皇
は
、
邇
邇
芸
命
が
岡
と
丘
の
名
の
山
を
、
残
し
た
こ
と
を
知
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
征
の
途
中
、「
岡
之
水
門
」
や
「
岡
田
宮
」
の

名
前
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
東
征
最
後
の
地
点
の
橿
原
に
、
区
切
り
の
丘

を
使
っ
た
「
天
樫
丘
」
を
残
し
て
い
る
。
邇
邇
芸
命
の
心
を
今
実
現
し
た
と

の
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
混
乱
を
避
け
て
、
東
征
途
中
の
山
に
は
丘
を

付
け
な
い
で
、
最
後
の
地
点
に
名
付
け
て
い
る
。 

日
本
武
尊
も
い
く
つ
か
の
岡
を
残
し
て
い
る
。地
名
に
は
多
く
の
岡
を
残

し
て
い
る
。 

 猿
田
彦
大
神
の
動
機 

東
霧
島
神
社
を
訪
ね

た
と
き
、猿
田
彦
は
別
名
、

佐
田
彦
と
掲
示
し
て
い

た
。
当
時
、
人
に
名
前
も

無
い
時
代
な
の
で
、出
身

の
村
の
名
に
、彦
を
付
け

た
事
が
予
想
さ
れ
る
。そ

こ
で
九
州
に
あ
る
佐
田

の
地
名
を
検
索
す
る
と
、

次
の
３
ケ
所
が
見
つ
か

っ
た
。 

① 

長
崎
県
諫
早
市
飯
森
町
佐
田 

② 

大
分
県
宇
佐
市
安
心
院
町
佐
田 

③ 

福
岡
県
朝
倉
市
佐
田 

①
の
諫
早
市
は
宇
都
地
名
の
北
端
に
な
り
、
佐
田
山
も
あ
る
。
猿
田
彦
に

関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
③
の
朝
倉
市
は
先
の
研
究
で
、
高
天
原
が
あ

っ
た
と
推
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
朝
倉
の
佐
田
村
を
地
図
に
示
す
。 

 

 

猿
田
彦
は
八
街
と
い
う
道
が
多
く
交
わ
る
と
こ
ろ
で
、天
孫
降
臨
を
待
ち

受
け
て
い
た
。
こ
こ
で
疑
問
が
あ
る
。
ど
う
し
て
天
孫
降
臨
の
情
報
を
つ
か

み
、
八
街
を
通
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
し
て
天
孫
降
臨
を
先

導
す
る
動
機
が
何
だ
っ
た
か
で
あ
る
。
佐
田
村
は
高
天
原
か
ら10km

弱
の

距
離
で
あ
る
。
佐
田
彦
が
佐
田
村
の
人
な
ら
ば
、
う
わ
さ
が
聞
こ
え
て
い
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
こ
佐
田
村
は
高
木
神
の
本
拠
地
で
あ
る
。
高
木
神

の
裏
で
の
工
作
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。伴
の
人
達
の
み
で
は
心

も
と
な
い
と
考
え
、
天
孫
が
生
ま
れ
、
旅
が
出
来
る
尐
年
に
な
る
ま
で
に
、

佐
田
村
で
屈
強
な
人
を
選
び
、南
九
州
を
下
見
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
確
か
な
待
ち
受
け
や
動
機
も
理
解
で
き
る
。 

 
八
街
は
ど
こ
か 

朝
倉
か
ら
高
千
穂
峰
に
向
か
う
に
は
、
筑
後
川
沿
い
に
遡
り
、
日
田
、
阿

蘇
を
越
え
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。日
田
は
い
く
つ
か
の
街
道
が
交
差

す
る
と
こ
ろ
で
、
八
街
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
朝
倉
か
ら
日
田
ま
で

 地図４ 朝倉にある佐田 
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30km

あ
る
の
で
、
天
孫

降
臨
出
発
の
知
ら
せ
を

受
け
た
猿
田
彦
は
、佐
田

村
か
ら
山
道
を
駆
け
て

日
田
で
待
ち
受
け
で
き

る
距
離
で
あ
る
。日
田
を

訪
ね
る
と
、辻
々
に
猿
田

彦
の
碑
が
残
り
、最
も
待

ち
受
け
場
所
に
適
し
た

と
こ
ろ
に
、八
街
神
の
碑

を
見
つ
け
た
。そ
こ
は
日

田
温
泉
を
通
る
旧
道
の
先
に
あ
る
、
若
宮
神
社
付
近
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先

は
山
道
に
入
り
待
ち
受
け
で
き
な
い
。
日
田
の
街
に
は
日
隈
山
、
月
隈
山
、

星
隈
山
と
呼
ぶ
低
い
岡
が
あ
っ
て
、天
孫
降
臨
が
来
る
の
を
見
張
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

天
孫
降
臨
の
道 

一
行
は
日
田
か
ら
尾
根
道
伝
い
に
小
国
町
、南
小
国
町
を
経
て
阿
蘇
盆
地

に
降
り
る
。
盆
地
を
横
切
り
高
森
で
、
外
輪
山
の
高
千
穂
野
に
登
る
。
こ
の

時
、
佐
田
彦
の
猿
の
よ
う
な
活
躍
が
「
あ
い
つ
は
佐
田
で
な
く
猿
田
だ
」
と

感
嘆
さ
れ
て
、
猿
田
彦
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
外
輪
山
を

幣
立
神
宮
付
近
に
降
り
、
そ
こ
か
ら
高
千
穂
町
に
向
か
っ
た
。 

高
千
穂
町
の
入
口
に
国
見
が
丘
が
あ
る
。
新
し
い
国
の
入
口
で
、
始
め
て

「
丘
」
の
山
の
名
を
付
け
て
、
こ
れ
以
降
の
岡
や
丘
の
名
付
け
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。国
見
が
丘
を
訪
ね
る
と
国
見
す
る
邇
邇
芸
命
の
石
像
が
あ
っ
た
。 

 

高
千
穂
町
か
ら
潅
漑

稲
作
を
伝
え
な
が
ら
日

之
影
町
、延
岡
と
進
み
シ

ー
ガ
イ
ヤ
付
近
で
禊
を

行
い
、西
都
原
に
入
っ
た

と
考
え
る
。禊
の
場
所
と

西
都
原
は
高
天
原
の
、夏

至
の
南
に
相
当
し「
襲
の

伊
都
」の
意
味
が
あ
っ
た

と
考
え
る
。ま
た
投
馬
国

は
伊
都
国
の
都
と
邪
馬

台
国
の
馬
か
ら
来
た
「
都
馬
国
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

邇
邇
芸
命
は
す
で
に
、
青
年
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
高
千

穂
峰
に
登
り
薩
摩
半
島
と
大
隅
半
島
を
巡
る
天
孫
降
臨
の
旅
を
行
っ
た
。笠

沙
で
は
木
花
咲
耶
姫
と
出
逢
い
、海
幸
彦
と
山
幸
彦
の
双
子
を
も
う
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。 

平
成
２
５
年
３
月
１
６
日 

九
州
の
歴
史
と
文
化
を
楽
し
む
会
で
講
演 

 

地図５ 日田市の八街 

写真１ 国見丘の天孫降臨像 
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道 の 臨 降 孫 天 

   


