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飯い
い　

福ふ
く　

寺じ

　

飯
隈
下
集
落
地
内
に
存
在
す
る
「
飯
福

寺
」
は
、
正
式
に
は
飯
隈
山
飯
福
寺
照し
ょ
う

信し
ん

院い
ん

（
蓮れ
ん
こ
う
い
ん

光
院
）
と
呼
び
、
ま
た
「
飯い
く
ま
や
ま

隈
山

熊く
ま

野の

神じ
ん
じ
ゃ社
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

飯
福
寺
に
お
い
て
、門
前
の
仁
王
像
や
、

境
内
の
如に

ょ
い
り
ん
か
ん
の
ん
ぞ
う

意
輪
観
音
像
と
正し
ょ
う
か
ん
の
ん
ぞ
う

観
音
像
と

い
っ
た
仏
像
が
存
在
す
る
一
方
で
、
鳥
居

を
構
え
て
い
る
光
景
は
、
長
い
間
神
仏
を

重
ね
合
わ
せ
た
日
本
人
の
宗
教
観
と
と
も

に
歩
ん
で
い
た
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

飯
福
寺
は
、「
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
」
の
寺
院
と
し

て
長
い
歴
史
を
紡つ

む

い
で
き
た
。「
修
験
道
」

と
は
、
山
を
神
と
し
て
敬
う
山
岳
信
仰
や

神
道
、
仏
教
、
道
教
、
陰お
ん
み
ょ
う
ど
う

陽
道
が
習
し
ゅ
う
ご
う合

し
た
宗
教
で
あ
り
、
奈
良
時
代
初
頭
に

役え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
（
役え
ん
の
お
づ
ぬ

小
角
）
と
い
う
人
物
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
修
験
道
の

実
践
者
を
「
修
験
者
」
と
呼
ぶ
。
い
わ
ゆ

る
「
山や
ま
ぶ
し伏
」
で
あ
る
。

　

飯
福
寺
の
歴
史
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う

ど
１
、３
０
０
年
前
の
７
０
８
年
に
始

ま
る
。
役
行
者
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る

義ぎ
が
く覚
が
、
新い
ま
く
ま
の

熊
野
三さ
ん
し
ゃ
ご
ん
げ
ん

社
権
現
を
勧か
ん
じ
ょ
う請
し
、

阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い

弥
陀
如
来
・
薬や
く
し
に
ょ

師
如
来ら
い

・
千せ
ん
じ
ゅ
か
ん
の
ん

手
観
音
の

三
像
を
安
置
し
、
創
建
し
た
。
こ
れ
が
飯

福
寺
を
、「
飯
隈
山
熊
野
神
社
」
と
も
呼

ぶ
由
縁
で
あ
る
。

　

飯
福
寺
が
創
建
さ
れ
て
か
ら
35
年
後
の

７
４
３
年
、
聖し

ょ
う
む
て
ん
の
う

武
天
皇
は
飯
福
寺
を
祈
願

所
と
し
、
神
領
千
石
を
支
給
し
た
。
境
内

周
り
が
約
19
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
も
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
広
大
な
領
地

を
所
有
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。
さ
ら
に

こ
の
時
、熊
野
三
社
の
別べ

っ
と
う
じ

当
寺
と
な
っ
た
。

別
当
寺
と
は
、
神
社
に
付
属
し
て
置
か
れ

た
寺
を
指
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
を
深
く
信

仰
し
て
い
た
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
、
正
式

に
仏
教
寺
院
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

修
験
道
は
、
真

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
系
の
当と
う
ざ
ん山
派
と

天て
ん
だ
い
し
ゅ
う

台
宗
系
の
本ほ
ん
ざ
ん山
派
と
大
き
く
二
つ
の
流

派
に
分
類
さ
れ
る
。
飯
福
寺
は
本
山
派
に
属

し
、
本
山
修
験
宗
総
本
山
で
あ
る
京
都
天

台
宗
聖し

ょ
う
ご護
院い
ん
の
末
寺
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代

に
は
、
本
山
派
に
お
け
る
地
方
修
験
の
掌

し
ょ
う
あ
く握

の
要
を
な
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

修
験
者
は
、
僧
侶
と
は
言
っ
て
も
兵
学

を
修
め
、
武
装
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

戦
国
時
代
と
な
る
と
、
各
地
や
中
央
の
事

情
に
精
通
し
て
い
た
修
験
者
た
ち
は
、
時

と
し
て
諜

ち
ょ
う
ほ
う報
活
動
も
行
っ
て
い
た
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
島
津
家

が
飯
福
寺
を
厚
く
庇ひ

ご護
し
た
の
は
、
単
純

に
飯
福
寺
が
武
運
を
祈
る
場
所
で
あ
っ
た

だ
け
で
は
な
く
、
一
方
で
政
治
的
な
利
用

価
値
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
な
く

も
無
い
。

　

１
３
５
９
年
に
島
津
氏
久
に
よ
っ
て
、

志
布
志
市
有
明
町
蓬ふ

つ
は
ら原
城
が
攻
略
さ
れ
、

城
主
救く

に
ご
う
よ
り
よ

仁
郷
頼
世
は
自
殺
し
、
弟
の
朝
元
は

出
家
し
て
、
飯
福
寺
の
第
36
代
別
当
に
就

任
す
る
。
以
後
、
救
仁
郷
氏
に
よ
っ
て
、
飯

福
寺
の
別
当
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

明
治
元
年
の
廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、

１
、０
０
０
年
以
上
も
繁
栄
し
た
飯
福
寺

は
跡
形
も
無
く
そ
の
姿
を
失
っ
た
。

　

町
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
仁
王
像

は
、
地
域
住
民
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
破
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
国

宝
級
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
今
と
な
っ
て
は
、
そ
の
無
惨
な
姿
が

皮
肉
に
も
、
明
治
の
破
壊
行
為
の
す
さ
ま

じ
さ
を
伝
え
て
い
る
。

　

何
度
、
飯
福
寺
に
赴お

も
むい
て
も
、
昔
の
様

子
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
飯
隈
の
地
に
『
失

わ
れ
た
聖
域
』
が
あ
っ
た
の
は
紛
れ
も
な

い
事
実
な
の
だ
。

　
【
大
崎
町
埋
蔵
文
化
財
専
門
員　
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憲
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福寺の様子（三国名勝図会）より


