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最
近
、
飯
塚
区
の
私
塾
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
で
紹

介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

豊
和
地
区
の
飯
塚
区
は
干
拓
前
の

椿
湖
に
面
し
、
飯
（
め
し
の
こ
と
）
の

よ
う
な
塚
（
こ
ん
も
り
盛
り
上
が
っ

た
場
所
）
が
多
か
っ
た
こ
と
が
地

名
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
近
年

の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
古
墳
時
代

か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
匝
瑳
郡

内
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
も
見
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

飯
塚
の
地
名
は
、
１
２
５
４
年

と
１
４
１
７
年
の
記
録
に
見
ら
れ
、

集
落
名
の
向
郷
、
境
郷
も
当
時
か

ら
の
郷
名
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
１

４
２
０
年
ご
ろ
か
ら
日
蓮
宗
寺
院

が
建
て
ら
れ
、
本
寺
と
よ
ば
れ
る

光
福
寺
な
ど
は
初
期
の
檀
林
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

光
福
寺
境
内
に
寺
本
八
郎
右
衛

門
の
筆
子
塚
が
あ
り
ま
す
。
筆
子

塚
は
、
江
戸
時
代
に
庶
民
を
教
育

し
た
寺
子
屋
や
私
塾
（
家
塾
と
も

い
う
）
の
師
匠
の
死
後
に
、
教
え

子
が
建
て
た
墓
や
塚
を
い
い
ま
す
。

　

旧
八
日
市
場
市
域
で
見
つ
か
っ

た
筆
子
塚
は
60
を
超
え
、
江
戸
時

代
後
期
か
ら
明
治
の
初
め
に
か
け

て
存
在
し
た
私
塾
や
寺
子
屋
は
１

０
０
近
い
数
だ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

１
８
１
６
年
に
飯
塚
村
の
寺
本

が
開
い
た
知
善
堂
塾
は
40
人
ほ
ど

で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
筆
子
が
増

え
て
教
場
が
手
狭
に
な
り
１
８
５

４
年
に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

近
隣
の
村
々
か
ら
片
道
約
３
キ
ロ

を
通
う
子
や
、
寄
宿
す
る
者
も

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

１
８
７
２
年
（
明
治
５
年
）
の

学
制
の
公
布
に
よ
り
、
市
域
の
私

塾
は
小
学
校
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
八
郎
左
衛
門
、
諄
、
省
三
郎

と
３
代
58
年
続
い
た
知
善
堂
塾
も

「
飯
塚
学
校
」
と
な
り
、
光
福
寺
を

教
場
と
し
て
明
治
９
年
に
開
校
し

ま
し
た
。

　

１
８
８
９
年
（
明
治
22
年
）
の

豊
和
村
誕
生
後
、
大
寺
、
飯
塚
、

内
山
の
３
校
の
統
合
に
よ
る
豊
和

小
学
校
の
開
校
は
１
９
０
１
年
で

し
た
。

　

飯
塚
小
学
校
長
だ
っ
た
寺
本
省

三
郎
は
、
１
８
９
５
年
こ
ろ
簡
易

文
庫
・
寺
本
図
書
館
を
運
営
し
て

い
ま
す
。
こ
の
図
書
館
は
「
仰
高
」

図
書
館
と
よ
ば
れ
、
県
内
の
簡
易

文
庫
と
し
て
は
早
い
時
期
の
開
館

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

知
善
堂
塾
跡
は
き
れ
い
に
整
備

さ
れ
、
３
代
の
頌
徳
碑
が
そ
の
名

残
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
市
指
定

文
化
財
の
標
柱
に
は
、
１
９
５
７

年
（
昭
和
32
年
）
に
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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３代の頌徳碑がそびえる知善堂塾跡

月
光
を
浴
び
て
ふ
く
ら
む
辛
夷
の
芽 

高
　
　
　
　
　

中
村
　

和
子

薄
氷
や
忘
れ
ゐ
し
こ
と
あ
る
不
安 

八
日
市
場
イ
　

菅
谷
た
け
し

薄
氷
の
雲
を
映
し
て
流
れ
行
く 

登
　

戸
　
　
　

伊
藤
　

さ
く

不
忍
の
池
薄
氷
の
昼
下
り 

飯
　

高
　
　
　

安
藤
　

建
子

大
家
族
今
は
想
ひ
出
炬
燵
か
な 

若
潮
町
　
　
　

光
瀨
甲
江
子

一
枚
の
暦
め
く
れ
ば
春
隣 

上
谷
中
　
　
　

太
田
三
樹
夫

網
船
の
舳
並
べ
て
寒
の
時
化 

堀
　

川
　
　
　

高
野
　
　

操

寒
極
む
空
港
に
着
く
九
柱 

栢
　

田
　
　
　

伊
藤
　

定
子

ゆ
っ
く
り
と
つ
ぼ
み
ふ
く
ら
む
鉢
の
梅 

今
　

泉
　
　
　

野
仲
　

妙
子

日
足
伸
び
夕
餉
支
度
の
軽
い
音 

飯
　

高
　
　
　

松
野
　

敏
昭

節
分
の
豆
で
米
寿
が
飲
む
福
茶 

長
　

谷
　
　
　

石
毛
惣
一
郎

子
の
呉
れ
た
ダ
ウ
ン
を
纏
い
福
は
内 

八
日
市
場
ホ
　

大
木
波
津
恵

豆
が
呼
ぶ
春
の
息
吹
き
の
福
は
内 

飯
　

塚
　
　
　

鈴
木
ツ
ネ
子

豆
撒
き
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
家
庭
増
え 

八
日
市
場
イ
　

常
世
田
や
す
子

節
分
の
鬼
へ
ぶ
つ
け
る
片
思
い 

飯
　

高
　
　
　

林
　

サ
ダ
子

豆
ま
い
て
嬉
し
さ
み
し
い
卆
寿
入
り 

八
日
市
場
ホ
　

菱
木
　

静
枝

祝
米
寿
増
え
る
散
歩
に
増
す
食
事 

八
日
市
場
イ
　

鈴
木
十
世
志

年
越
し
に
年
だ
け
豆
を
食
べ
き
れ
ず 

川
　

辺
　
　
　

及
川
　

利
道

つ
ば
き
の
う
み

い
い

む
か
い
ご
う

さ
か
い
ご
う

ふ
で

こ

づ
か

ぎ
ょ
う
こ
う

し
ょ
う
と
く

ひ
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