
　

後
迫
集
落
（
仮
宿
台
地
南
端
部
）

を
中
心
に
か
つ
て
『
竜
相
城
』
と

い
う
中
世
の
城
が
あ
っ
た
。
築
城

の
時
期
は
不
明
だ
が
、
貴
族
社
会

か
ら
武
家
社
会
へ
と
移
行
す
る
平

安
時
代
末
期
頃
の
築
城
だ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
竜
相
城

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
か
ら
東

へ
直
線
で
約
４
０
０
ｍ
、
田
原
川

を
挟
ん
だ
対
岸
の
水
田
地
帯
の
中

に
、
か
つ
て
東
西
に
長
く
広
が
る

丘
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
丘
は

昭
和
35
年
頃
に
砂
鉄
採
掘
の
た
め

に
無
く
な
り
、
今
と
な
っ
て
は
丘

の
あ
っ
た
形
跡
す
ら
確
認
で
き
な

い
。

　

平
坦
地
に
ぽ
っ
か
り
浮
か
ん
で

い
た
と
い
う
こ
の
丘
は
、
か
つ
て

は
『
シ
ガ
島
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

漢
字
で
書
く
と
、『
志
賀
島
』
･

『
戦
ヶ
島
』・『
椎
ヶ
島
』
と
い
ろ
い

歴
史
を
歩
く
⑳

『
戦
国
時
代
の
群
像

　

〜
第
五
話　

新に
い
ろ
し

納
氏
と
豊ぶ

し
ゅ
う州

島
津
氏
と
の
対
立
〜
』

ろ
な
明
記
が
あ
る
。『
大
崎
名
勝
誌
』

に
は
『
戦
ヶ
島
』
と
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
今
か
ら
約

４
５
０
年
前
に
こ
の
あ
た
り
で
大
き

な
戦
が
あ
っ
た
。

　

1
5
4
0
年
代
、
高
山
城
主 

肝き
も
つ
き
か
ね
つ
ぐ

付
兼
続
は
大
隅
半
島
に
お
け
る
覇

権
を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
一
方
で
時
代
は
新
た
な
展

開
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　

天
文
14
年
（
１
５
４
５
年
）
３
月

18
日
、
肝
付
兼
続
の
台
頭
と
、
日
向

の
伊い
と
う
よ
し
す
け

東
義
祐
に
苦
し
ん
だ
飫お

び肥
城
主 

島し
ま
づ
た
だ
ひ
ろ

津
忠
広
（
豊
州
島
津
家
第
４
代
当

主
）
と
都
城
城
主 

北ほ
ん
ご
う
た
だ
ま
さ

郷
忠
相
は
伊

集
院
に
赴
き
、
島し
ま
づ
た
か
ひ
さ

津
貴
久
を
薩
摩
・

大
隅
・
日
向
三
州
の
守
護
職
と
し
て

認
め
、
仰
ぐ
こ
と
を
誓
っ
た
。
こ
う

し
て
大
隅
半
島
に
お
け
る
島し
ま
づ
さ
ね
ひ
さ

津
実
久

党
は
島
津
貴
久
に
帰
順
し
、
三
州
大

乱
は
終
結
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。

　

翌
年
の
天
文
15
年（
１
５
４
６
年
）

一
月
二
十
一
日
、
北
郷
忠
相
の
長
子

で
あ
る
北ほ
ん
ご
う
た
だ
ち
か

郷
忠
親
は
、
兵
を
率
い
て

飫
肥
に
行
き
、
島
津
忠
広
の
伊
東
氏

の
攻
撃
に
備
え
て
援
助
に
就
い
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
忠
広
の
養

子
で
あ
っ
た
賀よ
し
ひ
さ久
が
急
死
し
、
跡
継

ぎ
を
失
っ
た
忠
広
は
、
島
津
貴
久
の

許
可
を
得
て
忠
親
を
養
子
に
す
る
こ

と
に
し
た
。
島
津
忠
広
は
隠
居
し
、

北
郷
忠
親
は
豊
州
島
津
家
第
５
代
当

主
と
し
て
飫
肥
に
迎
え
ら
れ
、
島
津

忠
親
と
な
っ
た
。
一
方
、
都
城
城
主

の
家
督
は
忠
親
の
子
久ひ
さ
と
よ豊
（
の
ち
の

時と
き
ひ
さ久
）
が
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
豊
州
島
津
氏
と
都
城
北

郷
氏
は
実
の
父
子
に
よ
っ
て
さ
ら
に

強
力
に
結
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
三
州
大
乱
の
終
結
に
よ
っ

て
、
島
津
本
家
内
の
対
立
関
係
は
解

消
さ
れ
た
が
、
大
隅
半
島
に
お
け
る

肝
付
氏
と
豊
州
島
津
氏
・
北
郷
氏
両

氏
と
の
溝
は
決
し
て
修
復
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
の
時
期
豊
州
島
津
氏
・
北
郷
氏
に

と
っ
て
因
縁
の
敵
で
あ
っ
た
伊
東
氏

と
肝
付
氏
が
姻
戚
関
係
と
な
っ
た
。

伊
東
義
祐
の
娘
を
肝
付
兼
続
の
息
子

良よ
し
か
ね兼
が
妻
に
迎
え
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
肝
付
氏
と
豊
州
島
津

氏
・
北
郷
氏
は
再
び
対
立
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

日
向
に
お
い
て
は
、
伊
東
義
祐
の

時
代
、
佐
土
原
城
（
宮
崎
市
佐
土
原

町
）
を
中
心
に
、
領
内
に
最
大
48
箇

所
の
外
城
・
砦
を
築
き
、
伊
東
氏
の

最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。伊
東
氏
は
、

戦
国
期
に
お
い
て
薩
摩
・
大
隅
・
日

向
三
州
の
守
護
職
で
あ
る
島
津
宗
家

と
も
対
立
を
深
め
て
お
り
、
特
に
日

向
南
部
に
対
す
る
侵
攻
は
、
島
津
氏

に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ
た
。

　

従
っ
て
、
肝
付
兼
続
が
豊
州
島
津

氏
・
北
郷
氏
に
対
抗
す
る
た
め
と
は

言
え
、
伊
東
氏
と
手
を
結
ん
だ
こ
と

は
、
後
々
兼
続
の
義
父 

島し
ま
づ
た
だ
よ
し

津
忠
良
、

そ
し
て
義
弟 

島
津
貴
久
と
の
関
係

に
お
い
て
暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
に

な
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

天
文
22
年
（
１
５
５
３
年
）
１

月
、
伊
東
義
祐
が
飫
肥
の
島
津
忠
親

に
対
し
て
攻
撃
を
仕
掛
け
て
き
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
応
ず
る
か
の
よ
う

に
肝
付
兼
続
も
ま
た
同
年
７
月
６
日

に
、
兵
を
遣
わ
し
て
忠
親
の
属
城
で

あ
る
志
布
志
城
を
攻
め
た
。
志
布
志

を
守
っ
て
い
た
甑
こ
し
き
た
け
き
よ

武
清
に
よ
っ
て
食

い
止
め
ら
れ
、
肝
付
軍
は
一
旦
兵
を

引
き
上
げ
た
。

　

こ
の
時
に
、
兼
続
に
よ
っ
て
派
兵

さ
れ
た
一
団
が
、竜
相
城（『
大
崎
城
』

と
同
一
と
見
て
良
い
と
考
え
る
）
の

一
軍
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、『
大

崎
町
史
』
で
も
救
仁
郷
断
二
は
述
べ

て
い
る
が
、
筆
者
と
し
て
も
ほ
ぼ
間

違
い
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。

　

そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
こ
の

翌
年
、
甑
武
清
が
竜
相
城
に
報
復
攻

撃
を
仕
掛
け
て
き
た
。
本
町
に
お
け

る
最
も
凄
惨
な
戦
い
『
戦
ヶ
島
の
合

戦
』
の
始
ま
り
で
あ
る
。

（
大
崎
町
教
育
委
員
会 

内
村
憲
和
）

『
戦
国
時
代
の
群
像

『
戦
国
時
代
の
群
像

〜
第
九
話　

肝
付
氏
と
伊
東
氏
』

〜
第
九
話　

肝
付
氏
と
伊
東
氏
』

歴
史
を
歩
く

歴
史
を
歩
く
㉔㉔
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