
私たちは初詣などで健康や金運などを願って神前に手を合わせますが、どんな神様に

お願いしているのかあまり深く考えてはいません。恋の成就や金運アップ、出世から合

格祈願、何から何まで聞いてくれるのが神様です。日本武尊が祀られている神社も日本

各地にありますが、この祭神はどんな顔をして聞いているのでしょうね。さて、どうし

て日本武尊がそこに祀られているのでしょう、少し知りたくなりませんか。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ

ト(

「
日
本
武
尊
」
『
日

本
書
紀
』
「
倭
健
命
」

『
古
事
記
』
と
表
記)
は

大
和
朝
廷
が
全
国
を
統

一
し
て
い
く
過
程
で
活

躍
し
た
ヤ
マ
ト(

倭
国)

の
複
数
の
タ
ケ
ル(

勇
者

あ
る
い
は
将
軍
を
意
味
す
る)

た
ち
の
物
語
と
す

る
説
が
有
力
で
す
。
学
校
で
も
そ
う
教
え
て
い
ま

す
。し

か
し
、
日
本
各
地
の
伝
承
を
調
べ
て
み
る
と
、

「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
」
が
複
数
の
人
物
を

一
人
に
ま
と
め
た
名
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
や
は
り
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ

ト
」
は
「
日
本
武
尊
」
と
い
う
一
人
の
人
物
と
し

て
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。
ま

た
、
日
本
武
尊
が
単
に
神
話
、
伝
説
や
架
空
の
物

語
上
の
人
物
で
は
な
く
、
本
当
に
存
在
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
足
跡
も
全
国
に
あ

る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
日
本
武
尊
に
よ
る
悪
党
征

伐
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
南
は
鹿
児
島
県
か

ら
、
北
は
岩
手
県
に
到
る
ま
で
、
全
国
各
地
に

実
際
に
出
か
け
て
調
べ
て
き
ま
し
た
。

日
本
武
尊
の
足
跡
を
追
い
か
け
る

日
本
武
尊
の
物
語
は
伝
説
か
実
話
か

全国各地にある日本武尊が祭神の神社

日
本
全
国
の
神
社
や
史
跡
に
伝
わ
る
伝

承
は
古
墳
時
代
に
大
和
政
権
が
ど
の
よ
う

に
全
国
を
ま
と
め
て
い
っ
た
か
を
後
世
に

伝
え
る
た
め
の
実
話
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
中

に
は
後
世
の
創
作
話
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

作
り
話
で
も
長
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

で
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
い

込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら

で
す
。
記
紀
の
日
本
武
尊
の
話
は
、
四
道

将
軍
を
モ
デ
ル
と
し
た
複
数
の
人
物
に
よ

る
大
和
政
権
の
全
国
統
一
の
物
語
と
言
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
複
数
の

将
を
合
わ
せ
て
彼
ら
を
「
日
本
武
尊
」
と

称
す
る
一
人
の
人
物
を
創
り
上
げ
た
こ
と

に
な
り
、
日
本
武
尊
は
架
空
の
人
物
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
、
私
は
天
皇
の

命
に
よ
り
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
日
本
武
尊
と
い
う
一
人
の
実
在
の
人
物

が
そ
の
仲
間
の
将
た
ち
と
と
も
に
全
国
各
地
の
反
乱
賊
を
治
め
た
の
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
か
ら
、
西
征
が
景
行
二
十
七
年
十
二
月
～
二
十

八
年
二
月
、
約
十
年
の
ブ
ラ
ン
ク
の
後
、
次
の
東
征
は
景
行
四
十
年
十
月
～
四
十

三
年
の
短
期
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
武
尊
が
祀
ら
れ
伝
承
と
し

て
伝
え
ら
れ
て
い
る
全
て
の
地
域
に
出
か
け
た
の
だ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
。

そ
れ
は
当
時
の
移
動
手
段
が
徒
歩
か
船
し
か
な
か
っ
た(

歴
史
的
に
は
荷
役
以
外
の

馬
の
利
用
は
も
っ
と
後
の
時
代
に
行
わ
れ
た
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す)

こ
と
を

考
え
れ
ば
相
当
な
無
理
が
あ
り
ま
す
。

私
は
多
少
の
無
理
を
承
知
に
「
日
本
武

尊
軍
団
の
活
躍
」
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。
本
隊
に
は
天
皇
の
皇
子
の
日
本
武
尊

が
い
て
、
各
部
隊
に
は
天
皇
や
大
和
朝
廷
あ
る
い
は
日
本
武
尊
の
名
を
掲
げ
た
将

た
ち
が
本
隊
と
は
離
れ
各
地
に
散
ら
ば
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
そ
の
部

隊
は
「
神
で
あ
る
天
皇
の
命
に
よ
り
遣
わ
さ
れ
た
神
の
子
日
本
武
尊
の
軍
」
と
で

も
名
乗
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
神
の
子
の
軍
と
知
っ
た
村
人
た
ち
は
、
実

際
に
は
日
本
武
尊
が
来
て
い
な
く
て
も
そ
の
威
光
を
た
た
え
、
後
に
日
本
武
尊
を

祀
る
祠
を
建
て
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

赤点は日本各地にある日本武尊の伝承地

日
本
武
尊
軍
団
の
活
躍

大
和
朝
廷
は
国
を
治
め
て
い
く
過
程
で
各
地
で
抵
抗
す
る
賊
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
た
ち
」
を
制
圧
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
小
碓
尊(

後
の
日
本
武
尊)

が
将
軍
と
し
て
多
く
の
従
者
ら
と
と
も
に

日
本
各
地
の
賊
征
伐
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
を
も
と
に
し
て
、
日
本
武
尊
に
よ
る
西
征
・
東
征
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ

ろ
に
出
か
け
、
そ
の
足
跡
を
確
か
め
ま
す
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日
本
武
尊
の
父
は
第
十
二
代
景
行(

け
い
こ
う)

天
皇
で
す
。
母
は
播

磨
稲
日
大
郎
姫(

は
り
ま
の
い
な
び
の
お
お
い
ら
つ
め)

で
稚
武
彦(

わ
か

た
け
ひ
こ)
命
の
娘
で
す
。
景
行
天
皇
の
第
一
皇
子
は
大
碓(

お
お
う
す)

皇
子
で
小
碓(
お
う
す)

尊
と
は
双
子
で
す
。
異
母
兄
弟
は
八
十
人
い
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
景
行
天
皇
は
か
つ
て
自
ら
九
州
に
遠
征
し
熊
襲

(

く
ま
そ)

を
征
伐
し
ま
し
た
。
天
皇
の
西
征
か
ら
十
二
年
後
の
こ
と
で

す
。
熊
襲
が
ま
た
騒
ぎ
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
熊
襲
を
討
つ
の

が
急
務
と
な
り
ま
し
た
。
天
皇
は
十
六
歳
の
小
碓
尊
に
熊
襲
を
討
つ
よ

う
命
じ
ま
し
た
。

熊
襲
の
首
領
は
熊
襲
健(

た
け
る)

と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
大
和
朝
廷
に
反
抗
し
て
い
た

の
は
熊
襲
以
外
に
「
土
蜘
蛛(

つ
ち
ぐ
も)

」

と
呼
ば
れ
て
い
た
者
た
ち
が
い
ま
す
。
凶
暴

な
者
た
ち
で
山
の
窟
屋
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

九
州
北
部
で
土
蜘
蛛
ら
が
激
し
く
抵
抗
し
ま

し
た
が
征
伐
さ
れ
ま
し
た
。

熊
襲
建
は
新
築
祝
い
の
宴
会
を
楽
し
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
の
宴
会
に
小
碓
尊
は
女
装
し

て
紛
れ
込
む
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
宴
も

た
け
な
わ
、
熊
襲
建
は
女
た
ち
の
中
に
ひ
と

き
わ
目
立
つ
童
女
の
姿
を
見
つ
け
、
手
を
取
っ
て
隣
に
座
ら
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
戯
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
と
ば
か
り

に
小
碓
尊
は
衣
服
の
裏
に
隠
し
持
っ
て
い
た
剣
を
抜
き
、
熊
襲
建
の
胸

を
刺
し
ま
し
た
。
床
に
倒
れ

こ
ん
だ
熊
襲
建
は
こ
の
勇
敢

な
童
女
が
日
本
童
男(

や
ま
と

お
ぐ
な)

と
わ
か
る
と
、
「
こ

れ
よ
り
あ
な
た
は
日
本
武
尊

と
名
乗
っ
て
く
だ
さ
い
。
」

と
願
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
と
、
日
本
武
尊
は

熊
襲
建
の
胸
を
突
き
さ
し
て

殺
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
瀬
戸
内
海
の
怪

魚
退
治
に
も
日
本
武
尊
が
派

遣
さ
れ
ま
し
た
。
従
者
た
ち

は
怪
魚
の
毒
気
に
当
て
ら
れ

苦
し
み
ま
し
た
が
、
八
十
場

の
霊
泉
水
を
飲
ま
せ
た
と
こ

ろ
正
気
に
戻
り
ま
し
た
。
日

本
武
尊
に
よ
っ
て
怪
魚
は
退

し
て
、
海
路
を
北
上
し
、
竹
水
門(

た
か
の
み
な

と)

か
ら
上
陸
し
ま
し
た
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
に
地
名
に
つ
い
て
の
由
来

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
蝦
夷
か
ら
常
陸
を
通
っ

た
と
き
、
清
く
澄
ん
だ
水
が
湧
き
出
す
泉
で
手

を
洗
っ
た
と
か
衣
の
袖
が
垂
れ
て
水
に
ひ
た
っ

た
か
ら
地
名
が
常
陸
と
な
っ
た
伝
え
て
い
ま
す
。

陸
奥
を
平
定
し
た
日
本
武
尊
は
新
治
・
筑
波

を
過
ぎ
て
か
ら
千
葉
県
の
北
西
部
を
通
過
し
、

再
び
東
京
都
内
の
神
社
の
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
日

本
武
尊
は
甲
斐
国
に
入
り
酒
折
宮
に
滞
在
し
ま
し
た
。
灯
を
と
も
し
て

食
事
を
し
「
新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る
」
と
歌
で
尋
ね
ま
し

た
。
従
者
た
ち
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
灯
り
番
が
尊
の
歌
に

応
え
ま
し
た
。

上
野
国
を
抜
け
て
信
濃
国
と
の
境
に
至
っ
た

日
本
武
尊
は
碓
日
坂
で
東
国
を
偲
び
ま
し
た
。

走
水
で
亡
く
な
っ
た
弟
橘
姫
を
思
い
「
吾
嬬
は

や(

あ
づ
ま
わ
や)

」
と
嘆
き
ま
し
た
。
こ
れ
が

も
と
で
関
東
を
吾
嬬↓

東
国
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
い
く
つ
も
の

山
を
越
え
て
進
み
ま
す
。

日
本
武
尊
は
美
濃
か
ら
尾
張
国
に
入
り
ま
し

た
。
岐
阜
愛
知
県
境
の
内
津
峠
で
建
稲
種
命
が

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
と
悲
し
み
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
鳴
海

潟
か
ら
宮
簀
媛
の
館
に
至
り
、
久
し
ぶ
り
の
平
穏
な
時
を
媛
と
と
も
に

過
ご
し
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
伊
吹
山
を
拠
点
と
し
て
い

た
一
族
が
大
和
朝
廷
に
反
抗
し
て
い
る
と
知
ら

せ
が
届
き
、
そ
の
征
伐
に
出
か
け
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
伊
吹
山
の
賊
な
ら
難
な
く
退
治
だ
ろ
う

と
思
っ
た
の
か
、
日
本
武
尊
は
神
剣
を
館
に
留

め
置
い
た
ま
ま
出
か
け
ま
し
た
。

伊
吹
山
の
神
は
雹
を
降
ら
せ
て
日
本
武
尊
を

攻
撃
し
ま
し
た
。
峰
は
霧
が
か
か
り
谷
は
暗
く

な
り
さ
ま
よ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
居
醒(

い
さ

め)

泉
で
休
息
し
ま
し
た
が
病
と
な
っ
た
体
は
回
復
せ
ず
、
能
褒
野(

の

ぼ
の)

で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
本
武
尊
の
体
は
白
鳥
と
な
り

大
空
に
飛
び
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。

景
行
天
皇
は
臣
下
を
派
遣
し
て
国
中

を
視
察
さ
せ
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
東

国
か
ら
蝦
夷
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る

と
の
情
報
が
入
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

再
び
日
本
武
尊
が
東
国
平
定
の
た
め
派

遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
宮
を

出
発
し
た
日
本
武
尊
は
伊
勢
を
経
由
し

て
尾
張
に
向
か
い
ま
し
た
。

愛
知
県
の
東
海
道
に
沿
っ
た
地
域
に

は
日
本
武
尊
の
滞
在
地
、
通
過
地
、
戦

地
と
す
る
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
矢
や
矢
じ
り
作
り
な
ど
東
征

に
備
え
た
と
さ
れ
る
伝
承
も
あ
り
ま
す
。
三
河
の
山
間
部
に

も
足
跡
が
あ
り
、
陸
路
で
駿
河
に
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
武
尊
が
駿
河
に
到
着
す
る
と
土
地
の
首
長
が
尊
を
狩

り
に
誘
い
ま
し
た
。
尊
が
野
に
入
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
す
。

妃
の
弟
橘
媛
と
と
も
に
炎
に
囲
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
尊

ら
は
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
帯
刀
し
て

い
た
天
叢
雲(

あ
め
の
む
ら
く
も)

剣
が
抜
け
出
し
草
を
薙
ぎ
払

い
ま
し
た
。
尊
は
持
っ
て
い
た
火
打
石
で
迎
え
火
を
つ
け
て

難
を
逃
れ
ま
し
た
。
尊
を
救
っ
た
剣
は
草
薙(

く
さ
な
ぎ)

剣
と

よ
ば
れ
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
武
尊
は
相
模
に
到
り
、
海
を
挟
ん
だ
対
岸
の
上
総
に
渡

ろ
う
と
し
て
「
こ
ん
な
小
さ
な
海
一
つ
飛
び
だ
」
と
言
い
な

が
ら
出
航
し
ま
し
た
。
す
る
と
暴
風
が

吹
き
荒
れ
船
は
先
に
進
ま
ず
、
今
に
も

沈
み
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
海
神
が
怒
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
怒
り
を
鎮
め
る

た
め
に
弟
橘
媛
は
侍
女
ら
と
と
も
に
海

に
身
を
投
じ
ま
す
。
す
る
と
海
が
静
か

に
な
り
、
尊
は
難
を
逃
れ
て
上
総
に
上

陸
で
き
ま
し
た
。
目
の
前
の
海
は
美
し

く
輝
き
、
二
度
と
会
え
ぬ
弟
橘
媛
の
こ

と
を
思
い
出
し
て
尊
の
悲
し
み
は
増
す

ば
か
り
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は

蝦
夷(

え
み
し)

最
強
の
敵
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
房
総
半
島
の

悪
留
王(

あ
く
る
お
う)

と
の
戦
い
は
予
想
以
上
の
苦
戦
と
な
り

ま
し
た
が
、
諸
神
の
ご
加
護
も
あ
り
、
日
本
武
尊
軍
は
賊
を

全
滅
さ
せ
ま
し
た
。
東
京
都
内
に
も
日
本
武
尊
が
東
征
の
際

に
立
ち
寄
っ
た
と
す
る
伝
承
が
多
く
あ
り
ま
す
。
弟
橘
媛
を

偲
ん
で
建
て
ら
れ
た
神
社
や
立
ち
寄
り
地
に
祀
ら
れ
た
神
社

も
あ
り
ま
す
。
日
本
武
尊
は
北
進
し
蝦
夷
と
の
戦
い
を
続
け

ま
し
た
。
大
き
な
鏡
を
掛
け
た
船
で
上
総
か
ら
海
路
で
葦
浦

を
回
り
玉
浦
の
横
を
通
っ
て
蝦
夷
の
境
に
到
り
ま
し
た
。
そ
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