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愛
宕
神
社
が
鎮
座
す
る
界か
い

隈わ
い

は
、
か
つ
て
は
扇
お
う
ぎ

町ま
ち

屋や

と
呼
ば
れ
、
国
道
一
六
号
（
日
光

脇
往
還
）
と
国
道
四
六
三
号
（
江
戸
秩
父
道
）
が
交
わ
る
要よ
う

衝し
ょ
う

の
地
で
、今
も
市
の
行
政
・

文
教
・
商
業
の
中
心
部
と
な
っ
て
い
る
。

　

当
社
の
元
と
な
っ
た
の
は
神
明
社
で
あ
っ
た
が
、
正
し
ょ
う
へ
い平
十
三
年
（
一
三
五
八
）、
当
地

に
布
陣
し
て
い
た
鎌か
ま

倉く
ら

公く

方ぼ
う

足あ
し

利か
が

基も
と

氏う
じ

は
、
東
国
の
南
朝
勢
力
の
中
心
で
あ
っ
た
新に

っ

田た

義よ
し

興お
き

を
従
者
十
三
人
と
共
に「
矢や

口ぐ
ち

の
渡わ
た

し
」で
謀ぼ
う

殺さ
つ

し
、首
実
験
の
後
、当
社
の
社
前
に
葬
っ

た
。し
か
し
そ
の
後
、雷
火
に
よ
る
火
災
で
辺
り
一
帯
が
延
焼
し
た
が
当
社
で
火
が
止
ま
っ

た
。
こ
れ
を
義
興
の
祟た
た

り
と
す
る
風
説
が
起
き
、
正
平
十
六
年
、
基
氏
は
こ
れ
を
鎮
め
る

た
め
に
当
社
に
新
田
大
明
神
を
勧
請
し
、
扇
の
形
に
町
を
復
興
し
て
「
扇
町
屋
」
と
名
付

け
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
嘉か

慶け
い

二
年
（
一
三
八
八
）
六
月
二
四
日
、
社
地
か
ら
鳶と
び

が
多
く
飛
び
立
ち
扇
町

屋
の
上
を
飛
び
回
り
、
そ
の
夜
町
は
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
日
は
愛
宕
の
祭
日
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
二
度
の
大
火
を
免
れ
た
当
社
に
、
神
主
が
彼か

の
義
興
所
持
の
別
わ
け
い
か
づ
ち
の
み
こ
と

雷
命
像

の
描
か
れ
た
軍ぐ
ん

扇せ
ん

を
神
体
と
し
て
愛
宕
社
を
勧
請
し
て
以
来
、
当
社
は
愛
宕
社
と
し
て
信

仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
当
社
の
社
叢
が
防
火
林
の
役
目
を
果
た
し
て
社
殿
を

護
っ
た
こ
と
が
信
仰
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

当
社
の
社
叢
（
五
六
ア
ー
ル
）
は
、ス
ギ
や
シ
ラ
カ
シ
の
大
木
が
あ
り
、社
前
に
は
今
も
、

「
新
田
義
興
首
塚
の
松
」
と
従
者
十
三
名
を
祀
っ
た
「
十
三
塚
の
杉
」
が
聳そ
び

え
る
。
林
相

と
し
て
は
主
に
、
ス
ギ
・
マ
ツ
・
ヒ
ノ
キ
・
ケ
ヤ
キ
等
か
ら
構
成
さ
れ
、
市
街
地
の
中
で

貴
重
な
緑
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
県
の
指
定
を
受
け
た
。

埼
玉
の
社
叢

　

入
間
市
愛
宕
神
社
社
叢
ふ
る
さ
と
の
森
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