
　わが町のシンボリックな山・飯田山。
その裾野に広がる飯田地区（大字小池）
をぶらりと歩いてみました。 初夏の爽や
かな風が運んでくれたのは、心がほっこ
りとなる出会いでした。

て
臨
み
ま
し
た
。
以
前
の
石
段
の
姿
を
忠

実
に
復
元
さ
せ
つ
つ
、
事
故
が
起
き
な
い

た
め
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
十
分
に
施
し
な

が
ら
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。
参
拝
者
の

方
々
が
安
心
し
て
登
れ
る
よ
う
、
手
す
り

も
設
置
さ
れ
る
予
定
で
す
」と
築
城
さ
ん
。

「
よ
み
が
え
っ
た
山
門
の
石
段
を
楽
し
み

に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
ね
」と
林
さ
ん
も

汗
を
流
し
な
が
ら
言
葉
を
添
え
ま
し
た
。

　堤
が
あ
る
飯
田
公
園
近
く
、
海
抜

1
0
0
メートル
の
”町

の
一
番
高
い
場
所
“に

暮
ら
す
飯い

い

村む
ら

家
を
訪
ね
ま
し
た
。
飯
村
家

の
庭
に
立
つ
と
、
高
台
か
ら
の
絶
景
が
広

が
り
ま
す
。
空
気
が
澄
み
渡
り
、
晴
れ
た

日
に
は
、
長
崎
県
島
原
の
普
賢
岳
を
望
む

こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
。

　「
今
は
町
の
一
番
高
か
と
こ
ろ
に
あ
る

家
ば
っ
て
ん
、
こ
こ
は
昔
、
常
楽
寺
あ
た

り
に
広
が
っ
た
飯
田
村
の
一
部
だ
っ
た
と

よ
。
そ
ん
頃
の
飯
田
村
じ
ゃ
一
番
低
い
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
、『
新
屋
敷
』て
呼

ば
れ
よ
っ
た
よ
」と
教
え
て
く
れ
た
の
は

飯
村
ヨ
リ
子こ

さ
ん
で
す
。
お
話
し
ぶ
り
も

明
快
で
、
こ
の
春
で
91
歳
を
迎
え
た
と
い

う
ヨ
リ
子
さ
ん
の
肌
つ
や
の
い
い
こ
と
。

　聞
け
ば
、
自
宅
ま
わ
り
の
段
々
畑
を
耕

し
て
野
菜
な
ど
を
栽
培
し
て
い
る
そ
う
で

す
。
こ
の
時
季
、庭
に
は
ツ
ワ
ブ
キ
や
ミ
ョ

ウ
ガ
タ
ケ
も
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。

　ヨ
リ
子
さ
ん
は
春
と
秋
、
一
度
に
50
㌔

ほ
ど
の
大
量
の
み
そ
を
仕
込
む
そ
う
で

す
。「
楽
し
み
に
待
っ
て
る
人
が
お
ん
な

は
る
と
思
う
と
、
や
り
が
い
が
あ
る
で
す

た
い
」と
言
う
ヨ
リ
子
さ
ん
の
み
そ
作
り

を
手
伝
っ
て
い
る
の
が
、
息
子
の
輝て

ら
し

さ
ん

で
す
。
定
年
を
機
に
古
里
に
戻
っ
て
き
た

輝
さ
ん
は「
仕
事
で
こ
こ
を
長
く
離
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
古
里
の

心
地
よ
さ
を
か
み
し
め
な
が
ら
過
ご
し
て

い
ま
す
」と
言
い
ま
す
。

　そ
ん
な
お
2
人
に
、
親
子
で
楽
し
く
暮

ら
す
こ
つ
を
尋
ね
る
と「
お
互
い
、
や
り

た
い
放
題
、
言
い
た
い
放
題
で
い
る
こ
と

か
な
」と
笑
っ
て
答
え
る
輝
さ
ん
の
隣
で

ヨ
リ
子
さ
ん
は「
い
つ
で
ん
優
し
か
ば
っ

か
り
じ
ゃ
い
か
ん
。
口
げ
ん
か
も
せ
に
ゃ

ん
た
い
。
ば
っ
て
ん
親
子
だ
け
ん
、
あ
と

く
さ
り
は
な
か
た
い
ね
。
そ
れ
に
、
わ
が

家
は
息
子
よ
か
私
の
方
が
ま
だ
ま
だ
強
か

つ
よ
」と
ウ
イ
ン
ク
も
交
え
て
お
茶
目
に

笑
い
ま
し
た
。

　飯
野
小
か
ら
御
船
方
面
に
向
か
う
国
道

4
4
3
号
沿
い
に
、
飯
田
山
常
楽
寺
の
案

内
看
板
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
南
へ

上
り
進
ん
だ
小
池
の
一
角
が
飯
田
地
区

で
す
。

　今
か
ら
1
3
0
年
以
上
も
前
の
こ
と
。

飯
田
山
8
合
目
に
あ
る
常
楽
寺
周
辺
に
は

22
戸
の
家
が
点
在
し
、
一
帯
は
飯
田
村
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
各
家
は
そ
の
後
、

山
を
下
り
て
現
在
の
場
所
へ
移
住
を
始

め
、
60
年
ほ
ど
前
に
最
後
の
1
軒
が
移
り

終
え
ま
し
た
。
地
区
名
の「
飯
田
」は
移
住

前
の「
飯
田
村
」に
ち
な
む
そ
う
で
す
。

　「
明
治
30
年
に
最
初
に
移
住
し
た
の
が

私
の
家
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
祖
父
た
ち

は
山
を
下
り
て
か
ら
も
山
中
の
畑
を
耕

し
、
白
山
神
社
や
常
楽
寺
を
あ
が
め
続
け

ま
し
た
」と
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
地
区

で
合
気
道
の
道
場「
誠
錬
会
」を
主
宰
す

る
田た

口ぐ
ち

幸こ
う

明め
い

さ
ん
で
す
。

　常
楽
寺
は
平
安
時
代
に
開
か
れ
た
と
さ

れ
る
天
台
宗
寺
院
。
天
正
16
(1
5
8
8
)

年
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
小
西
行
長
が

八
代
・
宇
土
・
益
城
の
領
主
と
し
て
入
国

す
る
と
、
領
民
を
改
宗
さ
せ
る
た
め
の
弾

圧
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
常
楽
寺
も
そ
の
一

つ
で
し
た
が
、
信
者
た
ち
は
そ
の
弾
圧
に

屈
す
る
こ
と
な
く
信
仰
を
貫
い
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
田
口
さ
ん
は「
先
祖
た
ち
に
と

っ
て
常
楽
寺
は
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
」と
思
い
を
は
せ
ま
す
。

　常
楽
寺
は
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
古こ

刹さ
つ

で
す
。
山
門
へ
と
続
く
急
な
石

段
は
、「
乱
れ
積
法
」と
呼
ば
れ
る
珍
し
い

作
り
。し
か
し
、
熊
本
地
震
や
近
年
の
大
雨

の
影
響
で
、
石
積
み
を
支
え
て
い
た
山
肌

の
土
が
流
れ
る
な
ど
し
て
、
と
て
も
危
険

な
状
態
で
し
た
。現
在
、
改
修
工
事
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　石
段
の
一
つ
一
つ
を
丁
寧
に
修
理
し
て

い
る
の
は
、
川か

わ

内う
ち

田だ

地
区
か
ら
足
を
運
ん

で
い
る
、
川
内
田
工
務
店
の
築つ

い

城き

哲て
つ

郎ろ
う

さ

ん
と
林は

や
し

克か
つ

洋ひ
ろ

さ
ん
で
す
。

　「
大
切
な
文
化
財
の
修
理
に
あ
た
り
、
町

史
を
ひ
も
と
き
常
楽
寺
の
歴
史
を
勉
強
し

飯
田
山
常
楽
寺
の
本
堂
に
は
木
造
十
一
面
千
手
観
音
立
像
な
ど
が

ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
指
定
文
化
財

改
修
工
事
が
進
ん
で
い
る「
乱
れ
積
法
」の
石
段

飯
田
集
落
の
移
住
の
歴
史
を
教
え
て
く
れ
た
田
口
さ
ん

飯
村
さ
ん
の
庭
に
は
、
旬
の
ツ
ワ
ブ
キ
（
写
真

右
）
や
ミ
ョ
ウ
ガ
タ
ケ
が
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
季
節
な
ら
で
は
の
ご
ち
そ
う
に
な
り
ま
す

常楽寺の境内で見つけたシャガの花。アヤ
メ科の多年草です

石段の改修工事に汗を流していた「川内田工
務店」の築城さん(右)とスタッフの林さん

常楽寺の石段の積み直しの作業が行われていました
常楽寺手前に鎮座する水子地蔵に、
掘ったばかりのタケノコが供えて
ありました

飯村さんが手作りするみそとつと納豆

気さくに迎えてくれた飯村さん。
とってもお元気です

山
か
ら
の
移
住
の
歴
史

よ
み
が
え
る
、

常
楽
寺
の
石
段

一
番
高
い
場
所
に

暮
ら
し
て

飯
い い

田
だ
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