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伊
与
木
郷
へ
流
刑
と
な
っ
た
万
六
は
、

伊
与
木
郷
の
大
庄
屋
の
世
話
で
前
大
庄

屋
の
屋
敷
の
奉
公
人
と
な
っ
て
住
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
小
黒
ノ
川
の

お
兼
と
恋
仲
と
な
り
ま
し
た
が
、
親
に

反
対
さ
れ
仁
井
田
へ
移
り
住
み
ま
し
た
。

一
年
後
、
万
六
は
無
罪
と
な
り
、
仁
井

田
か
ら
伊
与
木
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　
再
び
大
庄
屋
の
世
話
で
小
黒
ノ
川
で

奉
公
人
と
な
り
、
そ
の
後
、
奉
公
先
の

主
人
の
世
話
で
お
兼
と
一
緒
に
な
り
、

住
居
を
構
え
て
小
黒
ノ
川
で
住
み
ま
し

た
。

※
昭
和

５９（
１
９
８
４
）年
８
月
２
日
旧

佐
賀
町
文
化
財
指
定
。

　
文
政

１２
年
、
森
郷（
現
在
の
土
佐
町
）

は
大
飢
饉
に
な
り
、
農
村
に
も
餓
死
者

が
出
ま
し
た
。

　
時
の
大
庄
屋
は
大
変
腹
黒
く
、
私
腹

を
肥
や
す
こ
と
の
み
を
考
え
、
年
貢
の

取
り
立
て
は
大
変
厳
し
く
、
上
役
人
に

は
賄
賂
を
贈
り
、
自
分
は
ぜ
い
た
く
を

す
る
と
い
う
悪
政
が
続
き
、
百
姓
ら
は

困
り
果
て
て
い
ま
し
た
。

　
が
、
や
が
て
こ
の
こ
と
が
大
目
付
の

知
る
こ
と
と
な
り
、
郡
奉
行
に
命
じ
て

調
べ
た
結
果
、
石
原
村
の
村
民
が
飢
え

を
し
の
い
で
納
め
た
年
貢
が
未
納
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
村
民
は
驚
き
、
庄
屋
に

伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
大
庄
屋
は
自

分
の
非
を
隠
す
た
め
村
人
の
代
表
３
人

を
牢
屋
に
入
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
怒
っ
た
百
姓

８０
人
は
、
大
庄

屋
に
討
ち
入
り
３
人
を
助
け
出
し
、
大

庄
屋
の
手
元
に
あ
っ
た
記
録
を
持
ち
帰

り
ま
し
た
。
そ
の
記
録
を
調
べ
て
百
姓

万
六
が
大
庄
屋
を
追
及
し
、
郷
士
・
川

邑
六
左
衛
門
と
２
人
で
大
庄
屋
の
悪
事

を
あ
ば
き
ま
し
た
。

　
後
日
、
奉
行
所
よ
り
お
と
が
め
が
あ

り
、
石
原
村
は
代
表
者
２
人
を
差
し
出

せ
と
い
う
達
し
が
あ
り
、
六
左
衛
門
と

万
六
は
率
先
し
て
名
乗
り
出
ま
し
た
。

大
庄
屋
討
ち
入
り
の
罪
人
と
し
て
六
左

衛
門
は
入
牢
さ
せ
ら
れ
、
万
六
は
幡
多

郡
伊
与
木
郷
に
流
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

大
庄
屋
も
罪
に
問
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
ど
く
れ
」
は
、
土
佐
の
風
土
と
歴

史
が
生
ん
だ
代
表
的
な
土
佐
人
気
質
だ

と
言
え
ま
す
。

　
さ
て
、
土
佐
の
風
土
は
と
い
う
と
、

海
と
山
に
囲
ま
れ
た
里
、
南
に
は
太
平

洋
が
広
が
り
、
北
に
は
高
く
険
し
い
四

国
山
脈
が
び
ょ
う
ぶ
の
よ
う
に
そ
そ
り

立
っ
て
い
ま
す
。

　
夏
に
は
「
さ
だ
ち
」
と
い
う
に
わ
か

雨
が
あ
り
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
台

風
銀
座
と
い
う
ほ
ど
台
風
が
襲
い
ま
す
。

　
そ
う
し
て
台
風
や
「
さ
だ
ち
」
の
後

は
か
ら
り
と
晴
れ
あ
が
っ
た
青
空
が
の

ぞ
い
て
、
気
分
を
一
新
し
ま
す
。

　
こ
う
し
た
土
佐
の
風
土
が
、
豪
快
で

現
実
的
で
淡
白
な
性
格
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
否
め
な
い

で
し
ょ
う
。

　
一
方
歴
史
を
み
る
と
、
四
国
の
ほ
ぼ

中
央
を
東
西
に
走
る
四
国
山
脈
は
、
土

佐
と
他
国
と
の
交
流
を
拒
み
続
け
て
い

ま
す
。

　
孤
立
的
で
意
地
っ
張
り
で
反
権
的
な

性
格
が
培
わ
れ
、
そ
れ
が
「
ど
く
れ
」

と
か
「
い
ご
っ
そ
う
」
と
か
い
う
土
佐

人
気
質
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
ど
く
れ
」
は
片
意
地
な
偏
屈
者
と

か
、
へ
そ
曲
が
り
の
す
ね
者
を
言
い
ま

す
。
で
も
変
に
じ
め
じ
め
し
た
陰
湿
さ

は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ラ
ッ
と
明
る
い
南

国
の
風
土
を
反
映
し
て
ひ
ょ
う
げ
な
味

も
持
っ
て
い
ま
す
。
　

「
も
っ
そ
の
話
」

「
高
知
ゆ
き
の
わ
ら
じ
」

「
肥
も
一
心
」な

ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
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『
万
六
の
墓
』

ま
ん

ろ
く

■ 

ど
く
れ
の
万
六

■ 

土
佐
の
ど
く
れ

■ 

万
六
の
ど
く
れ
話

わ
い

ろ

○
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教
育
委
員
会
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