
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
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歴
史
地
理
学
的
性
格

そ
の
分
布
、
位
置
と
町
割
を
主
に
し
て
み
た
場
合

藤

岡
　
謙

“

郎

一
【
要
憩
〒
マ
ン
ウ
フ
ル
や
〒
マ
ソ
。
卜
・
さ
ら
身
方
の
核
心
を
な
す
。
↓
ン
タ
ウ
ン
の
分
布
や
局
講
立
地
・
二
割
等
を
検
討
し
て
み

…
嬬
稔
熱
讃
鎌
誘
雛
鴎
募
蕪
辞
諺
懸
樋
蕩
結
城
鐙
強
弾
碗
轄
射
弩

一
て
・
局
部
地
形
書
置
的
鍵
に
み
ら
れ
る
地
鵠
理
解
が
必
要
で
あ
る
・
本
文
は
集
落
地
翠
に
お
け
る
立
地
・
形
態
論
等
・
い
っ
た
A
●
B
●
c
的
な
へ

一
藷
に
関
す
る
饗
は
む
し
ろ
歴
史
鐘
学
的
な
ア
ブ
〒
チ
に
よ
つ
三
等
め
皇
べ
き
こ
と
を
例
証
す
る
・
つ
ま
り
〃
時
の
断
面
”
に
淳
｝
鑑
域
．

一
性
の
糖
と
い
つ
嚢
義
の
鐙
鐘
学
の
ほ
か
に
・
現
在
都
鐘
解
の
走
も
無
視
稟
な
い
の
は
海
賦
都
雍
叢
叢
研
究
の
面
で
あ
る
こ
と
を
…

霜
強
運
藤
壷
」
鍋
醜
鑛
惣
㍉
。
タ
ウ
．
に
似
た
も
の
は
律
、
．
的
な
地
方
都
市
た
る
国
府
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
後
『
都
市
発
達
史
研
究
』
に
収
録
さ
れ
た
今
井
登
志
喜
の
論
文
が

　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
書
に
は
し
か
し
乍
ら
歴
史
地
理
学
で
最
も
主
要

　
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
に
関
ず
る
多
少
と
も
歴
史
地
理
学
的
な
邦
文
と
　
　
な
町
そ
の
も
の
を
主
と
し
た
原
野
観
や
現
景
観
の
叙
述
が
な
い
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
よ
9
先
ハ
…
ヴ
エ
フ
f
…
ル
ド
の
勲
覇
物
は
－
甘
い
乍
ら
こ
の
若
干
の

し
て
筆
者
の
手
元
に
は
戦
時
中
に
出
版
を
み
・
た
中
島
健
一
の
書
物
や
、
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欠
を
補
っ
て
く
れ
た
し
、
ダ
ー
ビ
ィ
編
著
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

理
』
収
録
の
ギ
ル
バ
ー
ト
の
論
文
は
、
地
理
学
的
な
唯
一
の
概
説
的

な
研
究
に
値
す
る
こ
と
を
知
る
に
到
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
数
年
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
律
令
時
代
の
地
方
都
市
と
し
て
の
国
府
研
究
に
興
味
を
集
中
し
て

き
た
筆
者
に
は
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
を
こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う

な
性
格
を
と
ど
め
た
日
本
古
代
の
地
方
都
市
と
の
間
に
歴
史
地
理
学

的
に
対
比
考
察
出
来
な
い
も
の
か
と
考
え
て
み
た
次
第
で
あ
っ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
人
女
が
今
日
で
も
歴
史
地
理
学
と
称
し
て
い
る
も
の
に

は
三
つ
の
立
場
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
最
初
の
段
階
に
あ

る
も
の
は
歴
史
事
象
そ
の
も
の
の
地
理
的
解
釈
、
二
は
過
去
の
地
域

i
必
ら
ず
し
も
歴
史
の
登
場
の
場
た
る
を
必
要
と
し
な
い
ー
ー
の

復
原
と
そ
の
解
釈
、
三
は
現
在
地
域
研
究
の
歴
史
的
研
究
法
で
あ
る
。

二
が
狭
義
の
歴
史
地
理
学
に
あ
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
方
法
は
、
し
ば
し
ば
三
の
方
法
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
筆
者
自
身
既
に
貧
し
い
乍
ら
自
ら
の
意
見
を
発
表
し
た
こ

　
　
　
⑥

と
が
あ
る
。
歴
史
地
理
学
は
書
物
の
地
理
学
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た

脚
の
地
理
学
で
で
も
あ
る
。
さ
れ
ば
と
て
考
古
学
者
の
遺
跡
調
査
と

地
理
学
者
の
そ
れ
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
何
故

か
な
ら
ば
通
常
地
理
学
で
は
遺
跡
調
査
と
い
わ
ず
地
域
調
査
と
呼
ぶ

か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
は
い
ま
本
文
で
一
九
五
八
年
度
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
に
古
代

の
歴
史
地
理
学
と
は
果
し
て
具
体
的
に
は
・
…
：
等
と
考
え
な
が
ら
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
ま
で
分
布
す
る
あ
ち
こ
ち
の
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン

を
遍
歴
し
た
日
々
の
メ
モ
を
も
と
に
し
て
、
こ
の
う
ち
で
と
く
に
分

布
や
局
部
的
位
置
と
駆
動
を
主
に
し
た
歴
史
的
景
観
と
現
景
観
と
の

対
比
脾
寺
に
つ
い
て
強
く
成
心
い
し
た
事
項
を
取
h
リ
上
げ
て
述
。
へ
せ
み
・
た
い
。

何
故
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
問
題
こ
そ
歴
史
学
や
考
古
学
に
も
ま
し
て
、

歴
史
地
理
学
で
ま
ず
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項
だ
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

騙
、
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
分
布
や
地

　
理
的
位
置
に
み
ら
れ
る
性
格

　
一
口
に
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
と
い
っ
て
も
そ
れ
ら
の
機
能
的
分
類
が

最
初
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
　
オ
ー
ド
ナ
ン
ス
サ
ー
ヴ
ェ
イ
の
地

⑦図
の
範
例
に
よ
る
と
、
磯
。
巴
｝
め
い
営
0
9
P
O
ざ
郎
。
①
馨
①
ひ
0
9
0
剛
お
馨
①
酷

な
る
四
コ
μ
ニ
ア
以
下
、
重
要
都
市
趾
と
し
て
一
五
に
及
ぶ
0
9
暮
9

登
園
〇
鋤
嵐
壁
際
つ
ま
り
旧
ケ
ル
ト
部
族
時
代
の
首
都
、
そ
れ
に
小
城

壁
都
市
、
温
泉
地
以
下
、
地
方
の
≦
目
9
や
土
器
の
出
土
地
、
さ
ら
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に
ミ
リ
タ
リ
イ
ゾ
ー
ソ
に
あ
っ
て
は
．
Ω
δ
馨
①
さ
0
9
①
吐
冨
。
⇔
等
で
代

表
さ
れ
る
U
Φ
σ
q
凶
§
錠
《
勾
。
短
詩
ω
ω
以
下
勾
。
隣
ρ
燗
〇
三
露
ω
等
多
く

の
記
号
を
区
別
し
て
夫
々
の
分
布
が
色
刷
り
の
地
図
に
記
入
さ
れ
て

い
る
。
百
万
分
一
の
基
図
で
は
し
か
し
乍
ら
所
詮
歴
史
学
者
や
考
古

学
の
場
合
は
別
と
し
て
屯
地
理
学
で
は
も
う
少
し
と
い
っ
た
感
を
う

け
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
分
布
図
を
も
と
に
し
て
様
々
の
分
布
に
関
す

る
地
理
的
な
課
題
を
考
え
合
す
こ
と
が
出
来
る
。
右
の
軍
団
と
い
い

要
塞
と
い
い
、
保
塁
と
い
う
も
、
こ
れ
ら
の
分
布
が
ま
た
北
海
に
面

し
た
海
岸
地
帯
の
屯
の
を
除
く
と
、
そ
の
大
部
分
が
ブ
リ
テ
ン
島
に

お
け
る
不
毛
地
た
る
ウ
ェ
ル
ズ
の
高
地
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
に

存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ミ
リ
タ
リ
ィ
ゾ
ー
ソ
竃
陣
｝
冨
9
穂
団

N
O
昌
Φ
と
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
ー
ソ
Ω
＜
ロ
N
o
づ
Φ
と
の
地
域
的
な
差
違
は

ひ
と
り
ロ
ー
マ
時
代
と
い
わ
ず
、
　
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
地
誌
叙
述
の

場
合
に
も
無
視
出
来
な
い
大
地
域
の
区
分
と
合
致
す
る
。
　
イ
ギ
リ

ス
地
理
学
の
祖
マ
ヅ
キ
ソ
ダ
ー
の
書
物
を
ひ
も
と
け
ば
古
生
代
の
石

炭
紀
及
び
そ
れ
よ
り
も
古
い
地
層
の
地
帯
が
、
　
し
か
ら
ざ
る
月
島

東
南
部
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
プ
レ
イ
ン
の
地
帯
か
ら
区
別
さ
れ
て
い

⑨る
。
か
か
る
地
域
は
起
伏
の
少
い
イ
ギ
リ
ス
島
の
例
外
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
洪
積
世
を
通
じ
て
な
が
く
氷
床
が
残
存
し
て
お
p
、
今
に

な
お
粗
し
よ
う
な
氷
河
堆
積
土
壌
や
ヒ
…
ス
・
泥
炭
景
観
の
卓
越
す

る
地
帯
を
な
す
。
一
方
大
西
洋
か
ら
吹
き
よ
せ
る
偏
西
卓
越
風
が
直

接
に
・
り
ち
あ
た
り
、
と
く
に
年
聞
雨
量
三
〇
t
四
〇
イ
ン
チ
を
こ
え

る
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
多
雨
地
域
で
あ
る
。
気
温
ま
た
平
地
地
域
に

較
べ
て
幾
分
低
く
、
　
一
月
号
華
氏
四
〇
度
線
は
こ
れ
ら
の
地
域
に
沿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
て
ほ
ぼ
南
北
に
走
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
農
業
生
産
に
恵
ま
れ
な
い
地
域
で
あ
る
。
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
ー

ソ
と
ミ
リ
タ
リ
イ
ゾ
ー
ソ
と
の
接
触
移
行
地
域
に
立
地
し
た
の
が
ロ

ー
マ
時
代
の
三
大
要
塞
と
い
わ
れ
た
上
述
の
ブ
リ
ス
ト
ル
海
峡
に
近

い
ウ
ェ
ル
ズ
の
カ
ー
レ
ナ
ン
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
海
に
の
ぞ
む
チ
エ
ス

タ
ー
、
そ
れ
に
東
北
の
ヨ
ー
ク
の
三
軍
団
都
市
で
あ
っ
た
。
こ
の
最

後
者
は
北
緯
五
四
度
に
近
い
地
点
に
位
麗
す
る
ロ
ー
マ
ン
ブ
レ
タ
ニ

ア
の
最
北
方
の
鎮
守
府
と
も
い
う
べ
く
、
の
ち
に
ま
た
ロ
五
四
、
の
コ

ロ
ニ
ア
と
も
な
っ
た
と
こ
ろ
な
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
が
如
く
で
あ

る
。
一
方
ロ
ー
マ
帝
国
最
北
辺
の
長
城
は
ア
ソ
ト
ニ
ア
ソ
並
び
に
ハ

ド
リ
ア
ソ
ウ
ォ
…
ル
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
墨
型
地
た
る
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方
か
・
り
は
区
劃
せ
決
り
れ
た
。

　
第
一
図
A
は
紀
元
四
三
年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
ク
ラ
ウ
ジ
ュ
ウ
ス

の
ロ
ー
マ
ソ
イ
ソ
ベ
ー
ジ
ョ
ソ
の
波
が
地
域
的
に
ど
の
よ
う
に
の
び
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A　C1）　Foss　Way　＠　1－ladrian　VVrall

　　③Antoni　ac　n　Wa11…Military　Zo聡との境界

　　□Coloniaその他一ウ弱拓前線の進行方向

ヨ
ー

B　（D　Watling　Street　＠　Colchestr　Road

　　＠　Ermine　Street　＠　Akeman　Street

　　＠　Silchester　Road＠　Stane　Street

　　躍Roman　Colo丑iaツぐ鉱山遺跡

　　囎Ca飛ona1　Capitalsその他

　　舳アソトニイ道路図に存するμ一マソP｝ド
　　…造跡から明かなローマンロード

　　×Signal　Stationその明

い
1
3

3　f・tN”（1・IL，一」
i

　　　　　　　’／7　’／’　．’z，　li．　Yor．k

ノ多詔一ン

第1図　フ職ンティァーの北進とローマンロード

て
い
っ
た
か
を
矢
印
で
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
　
ロ
ソ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
を
基
点

と
し
て
一
は
O
簿
謹
三
〇
費
δ
ε
富
す
な

わ
ち
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
へ
、
　
他
は

O
昌
Φ
＜
p
す
な
わ
ち
シ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー

（
ω
一
H
O
び
①
ω
叶
①
邑
）
、
や
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル

の
エ
ク
セ
タ
ー
国
図
簿
①
嬬
に
の
び
る

一
方
、
早
く
も
北
方
で
は
い
ぎ
鳥
毎
郎
、

す
な
わ
ち
リ
ン
カ
ー
ン
に
も
及
ん
だ
。

い
う
ま
で
竜
な
く
同
紙
①
に
示
し
た

い
わ
ゆ
る
司
。
ω
ω
≦
勲
嘱
に
は
じ
ま
り
、

や
が
て
岡
三
の
点
線
で
示
し
た
ミ
リ

タ
リ
ィ
ー
ゾ
ー
ン
が
、
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ

ー
ソ
に
声
誉
写
し
て
ウ
ェ
ル
ズ
及
び
北

部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
設
立
さ
れ
、
一

二
六
年
に
は
万
里
長
城
に
も
比
す
べ

き
そ
の
名
も
ハ
ド
リ
ア
帝
に
因
ん
だ

北
辺
の
城
壁
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ

は
さ
ら
に
一
四
二
年
に
北
に
の
び
て
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書
契
⑧
の
ア
ソ
ト
ニ
ア
ン
ウ
ォ
ー
ル
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
の
軍
事
的
生
命
は
短
く
、
間
竜
な
く
平
和
時
の
境
界
た
る
②

に
復
帰
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
境
界
の
地
理
的
意
義
と
い
う

も
の
が
考
え
ら
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
①
の
場
合
地
質
的
に
は
イ

ギ
リ
ス
東
南
部
を
東
北
か
ら
西
南
の
方
向
に
走
る
中
生
代
ジ
ユ
ラ
紀

層
の
西
端
、
つ
ま
り
二
列
に
走
る
イ
ギ
リ
ス
東
南
部
の
ケ
ス
タ
盆
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
外
壁
部
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
同
東
端
の
チ
。
i

ク
層
と
の
接
触
線
が
湧
水
線
と
し
て
先
史
時
代
に
お
け
る
東
北
の
交

通
幹
線
を
す
で
に
形
成
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ロ
ー
マ
人
は
．
こ
こ
か

ら
さ
ら
に
西
進
、
こ
の
ジ
ユ
ラ
紀
盆
地
の
実
義
の
や
や
高
度
を
保
つ

た
弧
状
の
丘
陵
地
帯
を
も
つ
て
そ
の
最
初
の
境
界
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。
つ
ぎ
に
②
と
③
の
城
壁
地
帯
を
比
較
し
た
場
合
、
豪
渓
の
長
さ

七
三
マ
イ
ル
に
対
し
て
、
さ
ら
に
北
方
に
位
禮
す
る
後
者
の
長
さ
は

そ
の
一
㎜
2
、
　
い
ず
れ
に
せ
よ
イ
ギ
リ
ス
島
に
お
け
る
東
西
幅
の
最

狭
小
地
帯
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
③
に
あ
っ

て
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
、
　
竜
つ
と
専
門
的
に
い
え
ば
○
鑓
愁
胴

部
碧
田
σ
q
余
目
D
鼠
ω
を
O
①
⇔
跨
9
一
¢
覧
き
Q
ω
か
ら
区
別
す
る
中
央
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

地
帯
（
O
①
⇔
叶
聴
簿
一
　
両
p
⊃
β
吐
け
　
b
d
①
一
頻
）
を
占
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
但
し
城

壁
の
設
置
地
域
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
必
ら
ず
し
も
周
部

地
形
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
む
し
ろ
局

部
に
つ
い
て
は
地
形
的
障
壁
に
関
係
な
く
、
比
較
的
直
線
的
に
こ
の

東
西
の
最
短
距
離
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
へ

ば
こ
れ
を
大
き
く
み
れ
ば
グ
ラ
ス
ゴ
ー
及
び
エ
ジ
ン
バ
ラ
間
の
凹
地

世欝

�
ﾛ
走
る
ア
ン
ト
ニ
ア
ン
ウ
ォ
ル
に
つ
い
て
み
て
も
、
粗
末
な
貼
石

－
通
常
こ
の
上
に
芝
生
を
挿
み
込
ん
だ
粘
土
を
つ
み
あ
げ
た
一
種

の
土
塁
で
あ
る
が
一
の
城
壁
趾
が
必
ず
し
も
丘
陵
の
尾
根
を
利
用

せ
ず
、
斜
面
を
交
叉
す
る
な
ど
し
て
今
も
な
お
残
存
し
、
地
形
利
用

を
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
筆
者
は
実
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た

こ
の
城
壁
の
北
と
南
と
で
は
気
候
や
耕
作
景
観
に
も
差
異
の
な
い
こ

と
は
経
済
地
理
学
者
ミ
ラ
ー
（
知
●
客
臣
程
）
教
授
が
説
明
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
ハ
ド
リ
ア
ソ
ゥ
ォ
：
ル
に
つ
い
て
毛
い

い
う
る
。
　
第
2
図
は
タ
イ
ン
（
6
旨
①
）
川
の
川
口
か
ら
西
方
三
五

粁
付
近
に
あ
る
長
城
の
小
兵
姑
都
市
と
も
い
う
べ
き
コ
ー
プ
リ
ッ
ジ

（
O
o
吾
玉
響
。
琵
O
o
吋
ω
8
0
六
戸
§
）
と
城
壁
ヨ
ー
こ
の
場
合
は
ア
ソ
ト
ニ
ア

ソ
ウ
ォ
ー
ル
に
較
べ
て
よ
り
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
ボ
ー
と
の
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

置
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
陶
図
B
は
コ
ー
プ
リ
ッ
ジ
発
掘
の

倉
庫
趾
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
都
市
が
フ
ォ
ー
ト
の
う
ち
で
も
マ

ー
ケ
ッ
ト
タ
ウ
ン
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
語
る
。
地
は
タ
イ
ン
川
上
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イギリスにおけるローマンタウンの歴史地理学的性格（藤岡）

流
左
岸
の
低
い
段
丘
面
で
あ
り
、
グ
リ
ー
ン
の
牧
場
の
間
に
大
麦
や

裸
麦
の
畑
が
散
在
、
そ
の
中
心
部
位
を
占
居
す
る
。
北
方
を
望
め
ば

ロ
ー
マ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
め
ぐ
ら
さ
れ
た
丘
陵
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち

一一一一・z」ローr古道劃L」凸域壁

A
図
の
ご
と
く
こ
こ
か
ら
北
方
に
通
じ
る
律
ー
マ
ソ
ロ
ー
ド
を
た
ど

る
こ
と
書
士
粁
に
し
て
東
西
に
長
城
線
が
走
る
。
こ
の
長
城
線
一

げ
ん
み
つ
に
政
治
地
理
の
用
語
を
使
用
す
れ
ば
．
線
状
の
ピ
ぎ
①
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日
℃
Φ
ユ
Φ
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ

第2図　コープリッジの位置㈲と倉庫趾（B）

な
い
が
一
は
五
〇
〇
フ
ィ
ー
ト

以
上
の
丘
陵
を
越
え
、
さ
ら
に
タ

イ
ン
川
の
深
い
谷
を
横
切
っ
て
ほ

ぼ
東
西
走
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

附
図
A
の
西
部
地
域
に
の
び
て
は

さ
ら
に
七
五
〇
フ
ィ
ー
ト
の
丘
陵

を
斜
に
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
地
形
的
制
約
を
無

視
し
て
築
成
さ
れ
た
リ
メ
ス
に
沿

っ
て
、
げ
ん
み
つ
に
は
タ
ウ
ン
か

ら
は
区
別
さ
れ
う
る
い
わ
ゆ
る
そ

の
名
も
城
塞
や
そ
の
付
属
的
建
物

た
る
キ
ャ
ン
プ
や
シ
グ
ナ
ル
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
等
が
存
在
し
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
ハ
ド
リ
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ア
ソ
ウ
ォ
ー
ル
の
四
切
A
口
”
て
の
獅
躰
二
〇
に
も
及
び
、
各
フ
＋
り
ー
ト
闇
凹
に

は
一
哩
毎
に
ζ
鷺
Φ
o
勲
ω
並
Φ
が
、
さ
ら
に
そ
の
間
に
ω
お
づ
巴
6
0
ノ
＜
①
暦

が
点
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
げ
ん
み
つ
に
は
集
落
と
い
う

　
　
　
　
⑭

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
そ
の
考
察
を
割
愛
す
る
。

　
再
び
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
！
ソ
や
ミ
リ
タ
リ
イ
ゾ
！
ソ
に
も
ど
っ
て
、
…
概

置
上
タ
ウ
ン
と
呼
び
う
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
分
布
や
道
路
と
の
関

係
、
さ
ら
に
局
部
的
立
地
等
こ
れ
ら
タ
ウ
ン
に
ま
つ
わ
る
地
理
学
酌

な
課
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
第
1
図
、
B
の
場
合
に
か
え
る
。
同
図

で
太
い
直
線
で
示
し
た
も
の
は
ポ
イ
テ
ィ
ソ
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

図
（
囲
臨
誉
興
9
ユ
9
嘗
。
努
）
に
み
る
涌
…
路
を
、
オ
ー
ド
ナ
ン
ス
サ
ー
ヴ
エ

イ
岬
、
ッ
プ
の
最
新
版
に
筆
者
が
記
入
し
た
も
の
で
あ
9
、
点
線
通
路

は
遺
構
と
し
て
今
日
知
り
う
る
通
路
で
あ
る
。
も
と
よ
9
こ
こ
で
一

口
に
ロ
ー
マ
ン
ロ
ー
ド
と
い
う
も
、
永
年
こ
の
方
面
の
研
究
に
従
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
い
る
マ
ー
ガ
リ
ー
（
同
・
P
上
塗
α
q
錠
団
）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
　
そ

こ
に
は
鉱
山
に
到
る
ト
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
イ
も
あ
れ
ば
、
間
道
も
あ
る
。

ま
た
よ
し
現
代
道
路
に
踏
襲
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
で
も
氷
河
礫

や
ブ
リ
ソ
ト
鱗
野
に
鉄
津
を
湿
　
じ
こ
の
国
に
卑
官
圃
な
石
灰
を
漆
喰
用
と

し
て
使
用
し
た
そ
の
古
代
的
瓢
ソ
ク
リ
ー
ト
の
道
路
面
一
中
央
部

で
は
六
－
一
陣
イ
ン
チ
位
の
厚
さ
を
保
つ
ー
ー
は
現
地
表
面
よ
り
幾

分
深
位
に
存
在
す
る
し
、
局
部
的
な
箇
処
の
み
は
現
在
で
は
も
は
や

確
定
嵐
来
な
い
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
を
大
き
く
み
た
と
き
イ
ギ
リ

ス
の
現
交
通
路
に
し
て
こ
の
ふ
る
き
ロ
…
マ
ン
ロ
ー
ド
を
踏
襲
し
て

い
る
も
の
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
げ
ん
に
ロ
ソ
ド
ソ
か
ら
カ
ン
タ

ベ
リ
ー
に
到
る
①
の
ワ
ッ
ト
リ
ン
グ
道
（
ぐ
噸
9
け
一
｝
昌
σ
q
　
ω
轡
門
①
①
げ
）
や
東
北

の
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
に
到
る
②
の
通
路
は
今
も
な
お
バ
ス
や
貨
客
の

運
搬
の
絶
え
ぬ
こ
の
国
の
一
級
道
路
を
形
成
、
ま
た
道
を
走
ら
せ
て

い
る
途
中
で
往
肉
に
し
て
へ
．
幻
O
語
9
β
男
O
巴
こ
な
る
指
標
を
罵
る
こ

と
な
ど
は
こ
の
国
の
道
路
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
り
ロ
ソ
ド
ソ
に

限
・
り
ず
、
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
基
礎
の
上
に
た
つ
各
地
の
地
方
都
市

に
集
中
す
る
道
路
を
吟
味
し
た
場
合
に
で
も
（
第
3
図
参
照
）
、
少
く

と
も
そ
の
一
、
二
が
古
い
ロ
ー
一
・
ソ
ロ
ー
ド
を
永
く
踏
襲
し
て
現
在

に
到
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
ロ
ー
マ
ン

ロ
ー
ド
が
軍
事
的
要
求
を
目
的
ど
し
て
直
線
の
最
短
距
離
を
選
ん
で

作
ら
れ
た
竜
の
に
違
い
は
な
い
が
、
一
方
各
集
落
都
市
を
結
ぶ
商
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

的
通
路
と
し
て
の
役
割
を
も
兼
ね
て
お
り
、
し
か
竜
こ
の
後
者
の
機

能
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
増
大
し
た
と
す
れ
ば
へ
当
然
都
市
周
辺

部
に
お
い
て
は
地
形
利
用
が
考
慮
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に

シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
ー
ソ
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
み
た
辺
境
地
帯
の
場
合
と
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イギリスにお酵るローマンタウンの歴史地理学酌性格（藤岡）

は
や
や
趣
き
を
異
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
過
去
の
交
通
路

の
変
遷
の
歴
史
と
も
ほ
ぼ
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
江

戸
幕
府
が
特
殊
な
交
通
政
策
の
下
に
、
宿
駅
を
あ
え
て
山
頂
に
設
け
、

こ
れ
が
今
日
で
は
利
用
価
値
が
少
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
平

地
や
山
間
盆
地
の
中
央
部
に
位
置
し
た
城
下
町
を
兼
ね
た
宿
駅
の
う

ち
で
現
在
も
な
お
都
市
と
し
て
の
生
命
を
保
持
し
て
い
る
も
の
に
お

い
て
は
、
こ
の
頃
の
街
道
が
今
も
な
お
頻
繁
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も

　
　
　
⑥

の
が
多
い
の
と
よ
く
似
た
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
つ
ぎ
に
は
都
市
の
分
布
位
置
や
局
部
的
立
地
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
。
　
同
じ
く
第
1
図
B
で
は
黒
印
で
示
し
た
ロ
ー
マ
ン
コ
ロ
ニ
ア

や
旧
部
族
の
苗
都
を
踏
襲
し
た
代
表
的
な
行
政
的
都
市
の
ほ
か
白

の
丸
印
の
中
に
は
オ
ー
ド
ナ
ン
ス
マ
ッ
プ
の
凡
例
で
は
い
①
ω
ω
①
触

名
馬
D
臣
⑦
鳥
↓
o
有
年
”
○
窪
①
吐
竃
a
o
紬
ω
雲
隠
①
厳
①
蓉
ρ
寓
貯
。
鴎
ω
①
葺
？

邑
Φ
艮
ω
　
等
と
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
　
ま
た
唯
一
の

△
印
は
そ
の
名
も
刃
。
臼
腐
し
d
9
嘉
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
人
の
ブ
レ
タ

ニ
ア
最
大
の
と
う
閉
場
で
あ
っ
た
箇
所
を
示
す
。
　
こ
こ
は
現
存
の

　
　
　
　
⑧

浴
場
遺
跡
群
か
ら
察
す
る
る
と
こ
ろ
、
今
日
の
わ
が
国
で
い
え
ば
泉

都
の
熱
海
や
別
府
市
の
ご
と
き
！
…
し
か
も
ロ
ー
マ
の
場
合
は
官
営

の
i
性
格
を
と
ど
め
た
町
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
か
か
る

機
能
の
明
か
な
特
殊
都
市
を
除
く
他
の
諸
都
市
一
…
こ
れ
ら
は
コ
ロ

ニ
ア
や
カ
ソ
ト
ン
の
首
都
を
都
市
と
呼
ん
だ
場
合
に
は
、
げ
ん
み
つ

に
は
規
模
小
な
る
町
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
一
は

一
た
い
機
能
的
に
い
か
に
分
類
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

中
に
は
交
通
路
に
沿
う
だ
け
に
純
粋
な
宿
駅
都
市
、
商
業
を
主
に
し

て
宿
駅
を
兼
ね
た
も
の
、
そ
の
他
X
印
の
鉱
山
遺
跡
に
近
い
も
の
に

お
い
て
は
鉱
工
業
小
都
幽
門
と
呼
ば
る
べ
・
き
＾
も
の
、
　
り
て
の
他
陶
器
製
作
所

等
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
状
の
遺
跡
調
査
の
み
か
ら
で
は
、

な
お
こ
れ
ら
の
町
に
関
す
る
機
能
的
分
類
は
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
当
時
の
地
方
行
政
都
市
と
も
呼
ぶ
べ
き
カ
ソ
ト
ナ

ル
キ
ェ
ピ
タ
ル
ス
や
コ
ロ
ニ
ア
、
そ
れ
に
レ
ジ
ョ
ナ
リ
ィ
フ
ォ
！
ト

レ
ス
の
み
に
つ
い
て
、
そ
の
地
理
的
位
置
そ
の
他
に
ふ
れ
て
み
た

い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
性
格
酌
に
い
え
ば
ま
ず
前
者
は
ロ
1
マ
以
前
か

ら
存
在
し
た
部
族
的
都
市
の
ロ
ー
マ
的
改
変
で
あ
る
場
合
が
多
い
の

に
対
し
て
、
後
二
者
は
そ
の
起
源
が
よ
リ
ロ
ー
マ
的
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
発
生
的
性
格
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ

時
代
に
あ
る
統
黒
砂
下
に
整
備
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
都
市
が
、
地
形
的

立
地
や
交
通
難
位
置
に
お
い
て
い
ず
れ
も
適
切
な
箇
処
に
分
布
設
定

さ
れ
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
大
部
分
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
、
中
世
か
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第3図　瓜嗣マンタウンと局部的位置

ら
現
代
に
到
る
ま
で

そ
の
原
位
慣
の
ま
ま

で
踏
襲
発
展
し
て
今

日
に
到
っ
て
い
る
こ

と
は
ロ
ー
マ
ン
ロ
ー

ド
の
場
合
と
同
様
、

否
そ
れ
以
上
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
さ
し
あ
た
り
最

初
は
ロ
ー
マ
の
フ
ロ

ソ
テ
ィ
ア
ー
前
進
の

基
地
と
し
て
設
定
さ

れ
た
北
方
の
ヨ
ー
ク

及
び
リ
ン
カ
ー
ン
、

西
北
方
の
チ
ェ
ス
タ

！
、
西
方
の
グ
ロ
ス

タ
ー
、
カ
ー
レ
ヨ
ソ

　
　
　
　
レ
ジ
ガ
ナ
リ
イ
ヒ

等
の
い
わ
ば
軍
団

フ
オ
ま
ひ
レ
ス

都
市
や
屯
照
都
市
、
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つ
い
で
サ
ソ
ト
ー
バ
ン
、
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、

レ
ス
タ
ー
、
　
シ
ル
チ
ェ
　
ス
タ
ー
、
　
キ
レ
ソ
ス
タ
ー
、
　
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

以
下
多
…
数
の
旧
部
族
の
首
回
都
が
改
変
さ
れ
た
カ
ソ
ト
ナ
ル
キ
ャ
ピ
タ

ル
ス
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。
こ
の
・
り
ち
ヨ
ー
ク
・
リ
ソ
ヵ
コ
ソ

・
グ
ロ
ス
タ
ー
、
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
四
葉
は
の
ち
に
コ
ロ
ニ
ア
と

し
て
、
さ
ら
に
そ
の
重
要
性
を
増
加
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
3
図
は
こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
一
部
の
局
部
的

位
置
を
示
し
た
・
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
西
北
轟
力
の
ミ
リ
タ
リ
ー
ゾ
ー
ン

中
の
鎮
守
府
と
も
い
う
べ
き
チ
エ
ス
タ
ー
、
す
な
わ
ち
紀
元
一
七
〇

年
頃
か
ら
U
①
＜
9
0
の
名
で
呼
ば
れ
た
こ
の
町
の
場
合
、
　
満
潮
時
に

は
海
述
が
こ
こ
ま
で
達
す
る
デ
ー
川
の
潮
頂
点
に
位
置
す
る
こ
と
が

特
筆
さ
る
べ
く
、
デ
ー
川
は
リ
バ
プ
ー
ル
湾
の
支
湾
に
氷
河
　
谷
特
有

の
ラ
ッ
パ
状
の
江
湾
を
形
成
す
る
。
一
三
～
四
世
紀
を
通
じ
て
も
な

お
イ
ギ
リ
ス
北
西
部
の
唯
一
の
貿
易
港
だ
つ
た
こ
の
旧
河
港
都
市
は

し
か
し
乍
ら
そ
の
後
の
同
川
の
土
砂
沈
澱
に
よ
る
水
位
の
変
乱
に
よ

っ
て
港
と
し
て
の
機
能
を
当
時
は
な
お
一
漁
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
北

面
の
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
に
譲
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
町
の
西
南
並
び
に
南

側
を
最
大
幅
一
〇
〇
米
の
デ
ー
川
で
囲
縫
さ
れ
た
こ
の
町
は
、
河
岸

と
の
比
高
少
く
も
一
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
に
及
ぶ
黒
川
右
岸
の
平
坦
な

る
段
丘
面
に
立
地
す
る
。
而
か
竜
同
寸
に
み
る
ご
と
く
、
古
い
ロ
ー

マ
ン
ロ
ー
ド
は
今
竜
な
お
南
方
の
三
川
上
流
の
洪
油
平
野
に
沿
つ

囁
て
北
走
、
同
川
を
渡
っ
て
こ
の
町
に
達
し
、
東
北
の
低
い
丘
陵
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

え
て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
（
当
時
の
竃
9
鑓
郎
。
貯
旨
）
の
方
向
に
の
び
る
。

ま
さ
に
陸
上
交
通
の
西
北
部
に
お
け
る
終
点
で
で
も
あ
る
。
同
様
に

ご
ん
ど
は
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
ー
ソ
の
東
北
に
お
け
る
鎮
守
府
的
性
格
を
有

し
て
い
た
ヨ
ー
ク
及
び
リ
ン
カ
ー
ン
の
場
合
も
ま
た
チ
エ
ス
タ
」
に

劣
ら
ぬ
地
理
的
交
通
酌
好
位
置
を
占
め
る
。
両
者
と
も
に
血
圧
ウ
ー

ズ
　
（
ハ
ソ
パ
ー
川
の
上
支
流
）
　
及
び
ウ
ィ
タ
ム
川
の
潮
頂
点
に
位
歯

す
る
一
方
、
タ
ウ
ン
そ
の
も
の
は
共
に
眺
望
絶
佳
な
段
丘
面
を
占
居

す
る
。
う
ち
ロ
ー
マ
ソ
タ
ゥ
ソ
と
し
て
の
設
定
は
、
そ
の
島
影
が
や

や
南
に
あ
る
だ
け
に
リ
ン
カ
ー
ン
の
方
が
古
い
。
リ
ン
カ
ー
ン
、
す

な
わ
ち
μ
i
マ
時
代
の
い
ぎ
含
欝
の
市
街
地
は
現
在
も
な
お
四
一

エ
ー
カ
ー
の
城
壁
で
か
こ
ま
れ
た
地
籍
中
に
ト
レ
ー
ス
出
来
る
が
、

そ
の
中
心
部
た
る
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
寺
院
や
後
世
の
城
が
築
か
れ
た
あ

た
り
は
、
ウ
ィ
タ
ム
川
左
岸
の
海
抜
二
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
に
及
ぶ
段
丘

面
に
位
熟
し
、
こ
の
廻
を
軸
と
し
て
対
気
位
置
を
形
成
す
る
様
子
は

城
の
あ
た
り
か
ら
容
易
に
展
望
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
こ
の

町
の
場
合
ほ
ぼ
正
方
形
に
近
い
、
そ
の
町
の
南
半
分
は
段
丘
崖
に
沿
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つ
て
建
ら
れ
、
た
め
に
中
心
部
か
ら
南
寄
り
の
あ
た
り
で
は
傾
斜
角

三
〇
度
以
上
に
及
ぶ
急
な
坂
を
形
成
す
る
。
こ
れ
に
は
亦
前
方
の
眺

望
と
い
っ
た
軍
事
的
欝
的
が
考
慮
さ
れ
る
他
に
、
日
射
に
充
分
な
南

斜
面
と
い
っ
た
集
落
立
地
が
思
い
浮
ぶ
。
否
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

急
撃
に
沿
っ
て
湧
き
出
る
地
下
水
が
こ
の
町
中
に
簡
易
水
道
の
企
設

を
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
段
丘
崖

の
低
湿
地
に
は
排
水
の
た
め
の
水
路
網
や
古
く
か
ら
運
河
が
掘
さ
く

さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
フ
エ
ソ
ラ
ソ
ド
地
方
の
地
域
性
を
示
す
も
の

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
ヨ
ー
ク
す
な
わ
ち
麟
9
鎚
。
償
営
の

場
合
も
ま
た
ウ
ー
ズ
用
の
両
糊
斥
に
五
〇
フ
ィ
ー
ト
の
低
い
段
丘
面
が

併
行
し
て
走
り
、
そ
の
段
丘
崖
を
横
切
っ
て
南
の
リ
ン
カ
ー
ン
か
ら

今
も
な
お
こ
の
町
に
達
す
る
一
級
国
道
は
古
い
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
を

踏
襲
す
る
。
ロ
ー
マ
ン
ヨ
ー
ク
と
中
世
ヨ
ー
ク
の
規
模
は
幾
分
ず
れ

て
お
り
、
後
に
市
域
は
川
を
こ
え
た
対
岸
に
ま
で
の
び
る
の
で
あ
る

が
、
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
中
心
は
同
河
左
岸
の
段
丘
彌
に
約
五
〇
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ー
カ
ー
の
地
籍
を
占
厚
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
こ
の
場
合
で

・
も
ま
た
ウ
ー
ズ
の
旧
流
路
が
低
湿
地
に
お
け
る
排
水
を
も
兼
ね
る
水

路
網
や
運
河
が
古
く
か
ら
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
シ
ヴ
ィ
ル

ゾ
ー
ソ
と
ミ
リ
タ
リ
ィ
ゾ
ー
ソ
と
の
西
薦
部
に
お
け
る
接
触
地
域
に

あ
っ
て
は
一
方
グ
ロ
ス
タ
ー
す
な
わ
ち
ロ
；
マ
時
代
の
　
○
δ
＜
毎
富

　
と
ヵ
i
レ
オ
ン
、
　
す
な
わ
ち
H
ω
0
9
が
注
意
さ
る
べ
く
、
こ
れ
ら

　
の
コ
ロ
ニ
ア
及
び
古
き
レ
ジ
ョ
オ
リ
イ
フ
す
ー
ト
レ
ス
ま
た
ブ
リ
ス

ト
ル
海
峡
に
通
じ
る
潮
入
川
の
頂
時
点
に
位
観
す
る
。
と
り
わ
け
セ

バ
ン
川
の
湖
航
点
に
あ
た
る
グ
ロ
ス
タ
ー
（
（
｝
一
〇
β
O
Φ
o
o
峠
㊦
目
）
の
場
合
、

や
は
り
段
丘
上
の
微
高
地
に
位
置
し
た
デ
ク
マ
ヌ
ス
す
な
わ
ち
東
西

大
路
を
下
っ
た
西
門
の
あ
た
砂
に
ロ
ー
マ
ン
ク
ェ
イ
が
、
今
も
な
お

湿
地
と
な
っ
て
残
存
し
て
い
る
。
セ
バ
ソ
の
流
路
は
も
と
は
さ
ら
に

　
一
歩
町
並
に
三
っ
て
屈
曲
し
て
お
り
、
そ
の
旧
流
路
の
一
部
は
ま
た

あ
た
か
も
三
ケ
月
沼
と
し
て
残
存
、
そ
の
後
中
近
世
を
通
じ
て
こ
こ

が
ド
ッ
ク
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。
現
在
こ
の
晦
か
ら
ブ
リ
ス
ト

ル
市
に
到
る
闇
∵
な
お
、
川
筋
に
沿
っ
て
製
材
所
や
マ
ッ
チ
工
場
景
の

存
す
る
の
は
、
川
べ
り
に
浮
ぶ
材
木
と
共
に
こ
の
川
の
現
在
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

引
継
が
れ
る
機
能
的
性
格
の
共
通
性
を
卒
直
に
物
語
る
。

　
ベ
ル
デ
族
ド
ヴ
ニ
ィ
柿
朕
そ
の
〃
他
ロ
ー
マ
ソ
イ
ソ
ベ
ー
ジ
ョ
　
ソ
M
以
並
馴

の
い
わ
ゆ
る
旧
部
族
の
首
都
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
集
落
立
地
選

．
定
の
様
子
は
、
同
様
で
あ
り
、
例
え
ば
内
感
盆
地
に
位
置
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
河
川
上
流
の
洪
瀕
平
野
の
段
丘
面
等
を
利
用
し
て
市

街
地
を
設
定
し
て
い
る
場
含
が
多
い
。
し
か
も
討
尋
崖
の
傾
斜
地
に
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も
○
び
る
こ
と
は
湧
水
の
関
係
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方
背
後
に
そ
び

ゆ
る
山
地
は
町
に
防
禦
的
機
能
を
付
与
せ
し
め
封
鎖
的
軍
事
都
市
の

機
能
を
発
揮
せ
し
め
る
に
充
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
騨
9
お
ゆ

州
上
流
左
岸
の
段
丘
面
及
び
洪
瀦
平
野
に
の
び
る
傾
斜
地
を
占
居
す

る
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
す
な
わ
ち
く
①
艮
9
b
d
鉱
σ
q
鋤
霊
巳
は
確
か

に
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
背
後
の
山
の
上
に
立
っ
て

町
を
見
お
ろ
す
と
、
河
谷
に
沿
っ
て
北
方
の
シ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
へ
走

る
南
∵
北
の
ロ
ー
マ
ン
ロ
ー
ド
と
南
…
の
サ
ザ
ソ
プ
ト
ン
の
港
湾
部
へ
と

丘
陵
を
こ
え
て
直
進
す
る
こ
の
古
い
道
路
が
、
今
も
な
お
ト
ラ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ウ
ェ
イ
と
な
っ
て
い
る
様
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
さ
ら

に
内
陸
盆
地
に
位
置
す
る
シ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
、
す
な
わ
ち
○
藻
①
く
9

》
窪
⑦
ぴ
p
欝
霞
に
つ
い
て
み
・
て
竜
同
様
で
あ
る
。
　
こ
の
場
合
集
落
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
も
の
は
地
下
に
眠
る
廃
櫨
景
観
と
な
っ
て
了
い
、
従
っ
て
こ
の
町

に
集
中
し
た
、
か
つ
て
の
道
路
も
ま
た
現
在
機
能
を
な
く
し
て
い
る

が
、
第
3
図
を
み
れ
ば
四
方
か
ら
集
る
陸
上
交
通
の
中
心
位
置
を
容

漉
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
場
合
も
亦
こ
こ
が
レ
デ
ィ
ン
グ

易
に
察
で
ケ
ン
ト
川
に
合
流
す
る
河
川
の
上
支
流
を
な
す
こ
と
や
、

こ
の
多
角
形
の
廃
嘘
都
市
が
同
量
左
岸
の
低
い
段
丘
面
に
立
地
す
る

様
子
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
同
様
な
性
絡
を
備
え
た
こ
の
二

つ
の
旧
首
府
閻
の
直
線
距
離
を
測
定
す
る
と
約
四
〇
下
す
な
わ
ち
約

十
里
と
な
る
。
「
大
宝
令
」
に
規
定
さ
れ
た
わ
が
律
令
都
市
の
拝
撃
距

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

離
の
門
・
同
輩
細
道
須
剛
直
駅
嶺
者
。
毎
一
二
十
墨
山
置
四
駅
：
・
。
」
に
仙
軟
。
ヘ
ワ
O
ン
し
約
一
一

傍
の
長
さ
に
な
る
。
つ
ま
り
当
時
の
一
里
は
今
日
の
六
町
で
あ
る
か

ら
、
現
在
の
五
里
毎
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
と
異
っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
交
通
路
に
沿
う
都
市
闘
隔
は
オ
ー
ド
ナ
ソ
ス
マ
ッ
プ
に
つ

い
て
検
し
て
み
て
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
彼
の
場
A
口
に
は
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

こ
の
旧
部
族
の
既
に
存
在
し
て
い
た
町
や
村
落
位
置
の
利
用
踏
襲
を

無
視
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
を
そ
の
規

模
最
盛
時
代
に
は
二
〇
〇
エ
ー
カ
ー
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
サ
ソ

ト
ー
バ
ン
、
す
な
わ
ち
く
①
淫
す
日
注
露
に
つ
い
て
み
て
も
同
様
で
、

そ
の
不
定
形
の
平
面
形
態
が
示
す
ご
と
く
旧
首
都
を
踏
襲
し
た
も
の
、

ワ
ッ
ト
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
に
沿
っ
て
ロ
ソ
ド
ソ
か
ら
距
た
る
こ
と
三
〇

粁
の
地
点
に
あ
る
。
　
ロ
ソ
ド
ソ
盆
地
北
部
の
ケ
ス
タ
の
エ
ス
カ
ー
プ

メ
ソ
ト
の
頂
上
に
あ
た
り
、
し
か
も
こ
の
丘
陵
を
コ
ソ
セ
ク
エ
ソ
ト

に
流
下
す
る
ヴ
ェ
ル
川
の
谷
頭
位
置
を
呑
め
、
戦
略
地
理
上
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ま
た
重
要
地
点
を
形
成
す
る
。
今
日
製
靴
工
業
で
知
ら
れ
る
レ
ス
タ

ー
、
す
な
わ
ち
囲
彗
p
Φ
○
自
紫
p
8
ω
讐
営
の
場
倉
に
つ
い
て
も
同
様
、

内
陸
に
位
置
す
る
と
は
い
え
ト
レ
ン
ト
川
の
潮
航
点
、
し
か
も
岡
川

2・5　（t191）



岸
の
グ
ラ
ベ
ル
の
段
丘
上
に
位
置
す
る
。

　
最
後
に
旧
首
府
中
海
岸
近
く
を
占
居
す
る
も
の
の
う
ち
コ
ル
チ
ェ

ス
タ
ー
に
つ
い
て
は
～
既
に
も
の
べ
た
漸
…
頂
位
澄
に
つ
い
て
“
も
・
り
一
由
笈

強
調
し
て
お
こ
う
。
　
ロ
ー
マ
ソ
コ
ソ
ケ
ス
ト
の
既
に
五
〇
年
前
か
ら

ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
の
物
資
の
輸
入
港
で
あ
り
、
紀
元
五
〇
年
に
早
く

も
最
初
の
除
隊
丘
ハ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
コ
ロ
ニ
ア
と
な
っ
た
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

コ
ル
チ
エ
ス
タ
ー
、
す
な
わ
ち
O
鶉
。
雛
遊
。
鳥
§
慈
冨
の
場
合
、
町
の

北
方
を
流
れ
る
コ
ル
ヌ
川
は
ロ
ー
マ
ン
川
を
流
入
せ
し
め
た
付
近
か

ら
以
下
テ
ー
ム
ズ
と
同
じ
よ
う
な
ラ
ッ
パ
状
の
川
口
を
展
開
し
、
ロ

ー
マ
時
代
に
は
こ
の
町
の
東
南
隅
近
く
に
ま
で
大
船
が
着
岸
し
た
様

子
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
ま
た
第
4
図
に
み
る
が
如
く

デ
ク
ユ
マ
ヌ
ス
、
す
な
わ
ち
町
の
東
西
大
路
の
位
置
は
そ
の
名
も
、

今
も
な
お
寓
戯
ぴ
ω
霞
Φ
象
と
呼
ば
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
沈
降
谷
に
の

ぞ
む
段
丘
面
を
占
居
す
る
の
で
あ
る
。

二
、

ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
四
割
と
現

在
の
四
割
に
関
連
し
た
問
題

　
わ
が
律
令
的
地
方
都
市
の
多
く
が
今
は
そ
の
あ
と
か
た
を
も
残
さ

な
い
、
国
構
的
景
観
と
な
っ
て
い
る
心
身
が
多
い
の
に
対
し
て
、
ロ

i
一
、
ソ
タ
ウ
ソ
は
そ
の
後
の
中
世
と
い
わ
ず
現
在
に
も
な
お
往
年
の

衝
影
を
と
ど
め
て
残
存
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
の
点
そ
の
研
究
は
ひ

と
り
考
古
学
や
歴
史
学
の
課
題
を
呈
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
理
学

や
都
市
計
劃
の
学
に
も
数
多
の
問
題
を
…
提
示
す
る
。
し
か
竜
ロ
ー
マ

ン
タ
ウ
ン
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
　
ひ
と
り
ロ
ー
マ
時
代
に
独
創
さ

れ
た
形
式
の
も
の
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
か
の
ポ
ン
ペ
イ
の
町
割
が
ふ
る

い
エ
ト
ル
ス
キ
イ
の
面
割
を
拡
大
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ

る
が
、
ロ
ー
マ
ン
ブ
リ
テ
ィ
ン
の
場
合
も
ま
た
旧
ケ
ル
ト
部
族
の
首

都
が
継
承
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
上
述
の
シ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
や

サ
ン
ト
ー
バ
ソ
に
み
る
ご
と
く
多
角
形
の
城
壁
で
か
こ
ま
れ
た
不
規

則
な
町
着
を
改
変
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
読
み
と
ら
れ
る
。
け
れ

ど
も
い
か
に
古
き
竜
の
を
継
承
し
て
も
、
ロ
ー
マ
は
自
ら
の
す
ぐ
れ

た
都
市
計
劃
や
土
木
技
術
の
捺
印
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
東
西
の
横
大

路
U
①
o
β
難
9
」
讐
ω
に
直
交
さ
す
に
南
北
の
朱
雀
大
路
○
鋤
巳
。
ω
を
以

て
し
、
こ
れ
ら
の
大
路
の
出
口
に
配
す
る
に
城
門
、
時
に
は
こ
の
矩

形
に
な
っ
た
町
の
四
隅
に
見
張
り
台
や
望
…
櫻
を
設
置
し
た
こ
と
等
で

あ
る
。
そ
し
て
町
中
の
設
備
と
い
え
ば
裁
判
所
で
あ
り
、
人
民
の
集

会
所
、
　
市
場
等
を
も
か
ね
る
フ
ォ
…
ラ
ム
（
げ
ん
み
つ
に
は
バ
ジ
リ
カ
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が
別
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
を
そ
の
中
央
に
お
い
た
こ
と
、

ま
た
バ
ス
や
濱
劇
場
、
神
殿
、
図
書
館
等
罠
衆
の
娯
楽
や
信
仰
の

中
心
企
設
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
他
に
町
の
機
能
如
何
に

よ
り
、
例
え
ば
フ
ォ
ー
ト
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
上
掲
コ
ー
プ
リ
ッ

ジ
に
み
た
よ
・
り
な
倉
　
庫
地
区
、
ま
た
、
シ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
場
ム
ロ
、

そ
の
性
質
が
染
色
工
場
で
あ
ろ
う
等
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
原
始
的

工
場
、
そ
の
他
特
殊
な
建
物
企
設
の
存
在
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
果
し
て
ロ
ー
マ

人
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
も
問
題
は
あ
る
。
　
か
の
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ラ
ー
は
自
ら
の
『
都
市
地
理
概
説
』
の
中
で
、
こ
の

こ
と
に
＼
吊
れ
て
は
い
“
な
匹
一
か
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
を
述
べ
る
に
先
山
払
っ

て
北
伊
の
青
銅
器
時
代
の
都
市
遺
跡
た
る
テ
ラ
マ
ー
レ
の
こ
と
述
を

べ
る
。
　
筆
者
ま
た
，
テ
ラ
マ
ー
レ
が
、
　
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
の
祖
形
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
す
も
の
で
は
な
い
か
と
は
、
既
に
も
述
べ
た
し
、
又
現
地
を
踏
査

し
て
そ
の
感
を
深
く
し
た
。
し
か
し
テ
ラ
マ
ー
レ
は
あ
く
ま
で
ロ
ー

マ
ン
タ
ウ
ン
の
祖
形
な
い
し
は
類
似
し
た
形
態
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ

な
い
こ
と
、
こ
れ
に
お
い
て
は
む
し
ろ
防
禦
的
な
環
濠
集
落
と
し
て

の
機
能
が
強
く
、
　
内
容
の
企
設
そ
の
も
の
を
異
に
す
る
。
　
つ
ま
リ

ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
に
は
よ
り
市
民
的
な
ロ
ー
マ
ン
姉
馬
偏
や
ケ
ン
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ユ
リ
ア
の
土
地
割
と
関
心
～
じ
た
町
割
の
精
神
　
が
や
ど
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
以
下
に
ま
た
具
体
的
な
町
割
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。

　
第
4
図
上
段
は
ブ
リ
ス
ト
ル
湾
口
頭
に
近
か
い
カ
ー
レ
ソ
ト
、
す

な
わ
ち
く
⑦
馨
9
の
ロ
鴬
触
葺
昌
の
旧
市
街
の
鳥
港
図
で
あ
る
。
わ
ず
か

四
四
ユ
ー
カ
ー
に
す
ぎ
な
い
矩
形
の
こ
の
町
は
、
中
央
部
を
東
西
に

貫
く
デ
ク
マ
ヌ
ス
に
よ
り
南
北
夫
々
一
〇
個
、
計
二
〇
個
の
イ
ン
シ

・　

宴
G
（
1
但
し
一
シ
ユ
ラ
エ
は
～
○
○
メ
ル
平
方
程
度
の
小
区
劃
i
）
、

に
区
劃
さ
れ
、
北
区
の
道
路
に
面
し
た
中
央
区
に
は
．
ハ
ジ
リ
カ
及
び

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
，
そ
の
向
い
側
に
は
浴
話
出
す
な
わ
ち
、
ハ
ス
が
お
か

れ
、
千
曳
に
は
城
漿
の
外
側
に
二
重
の
渥
が
囲
緯
…
さ
れ
て
い
た
。
付

近
に
は
二
世
紀
頃
に
栄
え
た
こ
の
町
の
柱
宅
や
商
家
街
を
暗
示
す
る

礎
石
が
残
存
す
る
こ
と
も
現
地
調
査
で
明
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
．

同
図
に
み
る
ご
と
く
こ
の
古
い
デ
ク
マ
ヌ
ス
は
な
お
現
在
の
道
蠣
二

〇
メ
ー
ト
ル
を
保
つ
ニ
ェ
ポ
…
ト
郊
外
．
ハ
ス
の
道
路
と
な
っ
て
残

存
、
カ
ル
ド
ス
に
あ
た
る
南
北
の
街
路
は
現
在
で
は
一
イ
ソ
シ
ュ
ラ

ユ
隣
り
の
区
劃
に
斜
交
し
て
い
る
。
現
在
パ
ス
の
停
車
場
付
近
は
も

と
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
正
面
に
あ
た
り
、
こ
の
中
央
位
の
広
場
に
は
戦

没
者
の
記
念
碑
が
あ
っ
て
今
も
な
お
こ
の
集
落
の
中
心
た
る
こ
と
を
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想
わ
し
め
る
。
同
図
下
段
は
イ
ー
ス
ト
ゲ
ー
ト
の
あ
た
り
か
ら
こ
の

集
落
の
中
心
部
に
向
っ
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
申
し
合
せ
た
ご

と
く
こ
こ
で
も
、
ふ
る
い
デ
ク
マ
ヌ
ス
は
現
在
霞
σ
q
『
ω
樗
Φ
9
の
名

で
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ
ナ
ー
ラ
ム
や
バ
ジ
リ
カ
の
あ
っ
た
あ
た
り
が

同
じ
町
中
で
も
と
く
に
微
高
地
を
選
定
し
て
い
る
様
が
写
真
で
も
明

か
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
カ
ー
レ
ソ
ト
の
場
合
旧

第4図Caerwentの鳥轍図とデクマヌスの現状

市
街
地
の
或
物
が
現
在
菜
園
に

化
す
等
し
て
、
わ
が
大
和
盆
地

の
条
里
式
村
落
に
み
る
ご
と
く
、

い
く
ぶ
ん
廃
艦
的
景
観
の
様
子

が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
乍
ら

第
5
図
の
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
！
の

場
合
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ

こ
で
の
同
じ
く
筆
者
の
現
地
調

査
の
印
象
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず

景
観
と
し
て
は
ロ
ー
マ
ン
ウ
ォ

ー
ル
が
今
も
な
お
大
部
分
残
存

し
て
い
て
町
の
旧
市
街
地
を
区

　
　
　
　
　
⑳

劃
す
る
に
役
立
つ
ほ
か
、
西
の

中
央
部
の
城
門
を
な
す
ゆ
巴
『

Φ
導
㊦
0
9
8
に
は
古
い
城
門
の

28　（494）



イギリスにおけるローマンタウンの歴i史地理学的惟三格（藤潤）
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上
面
に
モ
ダ
ン
な
レ
ス
ト
ラ
ン
が
は
め
こ
ま
れ
る
と
い
っ
た
古
い
景

観
を
基
盤
と
し
た
現
在
的
な
改
変
が
目
立
つ
。
同
様
に
町
中
の
フ
ォ

ー
ラ
ム
の
位
置
に
は
そ
の
後
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
な
っ
て
城
が
築
か
れ

た
。
そ
れ
よ
り
電
導
要
す
べ
き
は
こ
の
場
合
竜
ま
た
デ
ク
マ
ヌ
ス
す

な
わ
ち
現
在
で
は
道
幅
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
田
α
q
び
望
お
①
け

が
現
在
も
な
お
バ
ス
交
通
の
頻
繁
な
る
こ
の
町
の
主
要
道
路
を
形
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
な
お
こ
の
町
の
東
北
部
の
イ
ソ
シ
ュ
ラ

エ
を
劃
す
る
道
路
が
そ
の
名
も
ロ
ー
マ
ン
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
等
が
注
意
せ
ら
れ
よ
う
。
現
在
も
な
お
残
存
す
る
城
壁
の
外
周

に
沿
う
通
路
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
同
図
に
は
、

ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
の
一
七
世
紀
は
じ
め
の
、
ス
ピ

ー
ド
の
地
図
を
も
示
し
て
お
い
た
。
こ
の
時
の
形
態
も
ま
た
ロ
ー
マ

時
代
と
い
わ
ず
、
さ
ら
に
現
在
と
・
も
大
差
の
な
い
こ
と
さ
ら
に
幡
の

広
い
コ
ル
ヌ
川
此
手
の
様
子
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
残
存
は
こ
の
ほ
か
ま

た
上
掲
し
た
グ
ロ
ス
タ
ー
や
チ
ュ
ス
タ
ー
に
あ
っ
て
も
今
な
お
鮮
か

で
あ
る
。
　
前
者
の
場
合
も
亦
デ
ク
マ
ヌ
ス
が
現
在
の
町
を
貫
く
主

要
衝
路
を
形
成
す
る
ほ
か
、
　
南
北
の
朱
雀
大
路
が
、
　
南
北
に
細
長

い
矩
形
を
呈
す
る
こ
の
町
の
核
一
心
道
下
…
と
な
り
、
こ
れ
は
サ
ウ
ス
ゲ

ー
ト
を
経
由
し
て
段
丘
崖
の
傾
斜
地
に
沿
っ
て
ブ
リ
ス
ト
ル
に
向
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
で
あ
る
。
そ
の
闘
に
あ
っ
て
中
世
に
設
立
さ
れ
た
教
会
は
旧
ロ
！
．
脚

マ
ソ
タ
ウ
ン
の
西
北
隅
に
は
み
出
し
て
市
域
が
拡
大
さ
れ
た
様
子
が
　
3
0

知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
町
の
場
舎
も
ま
た
顕
著
な
局
部
的
特
徴

と
い
え
ば
こ
の
両
道
路
の
交
叉
点
に
あ
た
る
中
央
部
の
高
度
が
最
大

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ぎ
に
チ
エ
ス
タ
ー
の
場
合
も
町
は
必
ら

ず
し
竜
南
北
の
方
位
を
保
っ
て
い
な
い
が
、
　
今
も
な
お
残
存
す
る

城
壁
や
東
西
南
北
に
残
存
す
る
門
等
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
そ
の
ま
ま
が
現
在
の
町
割
や
町
の
性
格
を
規
定
す
る
。
　
西
か
ら

閤
9
8
落
勢
①
ω
窪
①
Φ
び
刺
P
斡
σ
Q
磐
①
ω
鍵
Φ
Φ
計
男
O
茜
P
審
ω
霞
①
霧
の
名

で
区
劃
さ
れ
る
町
を
東
西
に
貫
く
幹
線
道
路
、
古
き
デ
ク
マ
ヌ
ス
の

場
合
、
何
よ
り
も
今
も
な
お
時
計
塔
の
ぞ
び
ゆ
る
門
の
存
在
が
、
こ

の
町
の
結
合
に
如
何
に
役
立
つ
た
か
を
物
語
る
以
外
の
何
物
で
も
・
な

い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
上
掲
ス
ピ
ー
ド
の
古
画
に
検
し
て

み
て
も
ロ
…
マ
時
代
以
後
増
加
し
た
市
街
地
と
い
え
ば
、
東
の
こ
の

時
計
塔
の
あ
る
フ
ォ
ア
ゲ
ー
ト
の
あ
た
り
の
み
で
あ
る
こ
と
を
知
る

の
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
は
こ
の
町
の
形
態
的

核
心
を
形
成
し
て
い
る
。
　
紙
数
の
関
係
で
こ
れ
以
上
同
じ
よ
う
な

記
述
を
さ
け
る
が
こ
れ
を
上
掲
の
ヨ
ー
ク
や
リ
ン
カ
ー
ン
そ
の
他
に
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つ
い
て
み
・
て
も
同
様
で
あ
る
。
ヨ
ー
ク
の
場
合
で
も
ウ
ー
ズ
川
北
岸

の
歯
舞
は
可
成
り
中
世
的
変
化
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
こ
の
市
街
図
を
手
に
し
た
者
に
は
古
い
都
心
が
何
処
で

あ
る
か
を
容
易
に
読
み
と
り
う
る
の
で
あ
り
、
　
リ
ン
カ
！
ソ
の
場

合
竜
ま
た
、
戦
後
市
街
の
西
北
隅
に
新
設
さ
れ
た
ニ
ュ
…
タ
ウ
ン
地

区
は
旧
市
街
か
ら
切
断
さ
れ
た
特
別
地
区
た
る
印
象
を
強
く
す
る
。

　
紀
元
四
四
年
テ
ー
ム
ズ
の
潮
頂
点
、
し
か
竜
グ
ラ
ベ
ル
テ
ラ
ス
の

最
低
占
…
に
難
」
な
く
稲
朱
橋
が
施
こ
さ
れ
・
氷
く
ロ
ー
マ
ン
ブ
リ
テ
ィ
ン
に

お
け
る
総
督
府
的
、
い
わ
ば
わ
が
古
代
の
太
宰
府
的
な
役
割
を
演
じ

た
ロ
ソ
ド
ソ
、
す
な
わ
ち
ぴ
。
雛
象
p
窪
目
の
場
合
、
そ
れ
が
も
と
サ

ソ
ト
ー
バ
ソ
の
外
港
的
な
性
格
を
と
ど
め
て
い
た
こ
と
や
、
世
界
酌

貿
易
圏
と
し
て
の
性
格
が
既
に
ロ
ー
マ
時
代
に
存
し
た
こ
と
等
に
っ

　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
は
別
の
書
物
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
れ
を
町
割
の
み
に
つ
い
て
；
慨

の
べ
て
お
こ
う
。
テ
ー
ム
ズ
左
岸
の
低
段
丘
崖
を
コ
ソ
セ
ク
エ
ン
ト

に
刻
む
ウ
ォ
ー
ル
ブ
ロ
ー
ク
川
i
現
在
は
地
下
水
道
と
な
る
ー
ー

に
よ
り
へ
だ
て
ら
れ
た
東
西
両
丘
陵
の
う
ち
東
側
の
中
央
部
に
フ
ォ

ー
ラ
ム
・
バ
ジ
リ
カ
等
が
設
定
さ
れ
た
ロ
ー
マ
ン
ロ
ン
ド
ン
の
規
模

は
も
と
よ
り
時
代
に
よ
り
変
化
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
の
侵
入
に
よ
る
こ
の
町
の
破
壊
は
最
も
著
る
し
く
、
そ
の
町

割
の
多
く
が
以
後
に
改
変
さ
れ
、
今
日
の
バ
ン
ク
付
近
を
中
心
と
す

る
放
射
状
街
路
や
、
一
般
袋
小
路
等
の
設
定
も
こ
れ
ら
の
結
果
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
テ
ー
ム
ズ
に

併
行
し
て
ほ
ぼ
棄
西
話
す
る
浜
通
り
や
　
O
p
毒
o
p
ω
霞
Φ
①
r
Z
Φ
毛

O
鉾
Φ
ω
霞
⑦
①
賞
そ
れ
に
墨
型
走
す
る
西
北
隅
の
毒
o
o
α
ω
帯
①
簿
そ

の
他
は
明
か
に
こ
の
古
き
も
の
の
踏
襲
で
あ
る
。
　
一
方
旧
ロ
ー
マ
ン

ウ
ォ
ー
ル
に
沿
う
北
辺
の
通
路
は
東
西
に
か
る
い
弧
状
を
形
成
し
乍

ら
残
存
し
て
、
こ
れ
ら
の
線
が
古
い
段
丘
崖
の
微
高
地
に
沿
う
地
形

的
制
約
に
よ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

　
そ
れ
は
と
竜
か
く
主
要
な
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
は
そ
の
形
態
に
関
す

る
限
り
い
ま
も
な
お
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
の
上
に
生
き
て
い
る
。
　
し

か
ら
ば
そ
の
内
容
や
住
罠
構
成
に
お
け
る
変
化
の
問
題
は
ど
う
か
、

こ
と
に
産
業
革
命
の
波
は
こ
れ
ら
の
中
世
も
な
お
宗
教
や
商
業
の
中

心
と
し
て
繁
栄
持
続
し
た
ふ
る
い
ロ
ー
マ
ソ
タ
ゥ
ソ
を
如
何
に
変
質

さ
せ
て
今
日
に
及
ん
だ
か
の
問
題
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
別
の
機
会
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
少
く

も
都
市
人
口
を
問
題
に
し
た
場
合
日
本
と
ち
が
っ
て
三
万
以
上
の
地

方
都
市
の
案
外
少
い
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
レ
ス
タ
ー
の
三
八
・
四

万
、
ヨ
ー
ク
の
一
〇
・
六
万
、
リ
ン
カ
；
ソ
の
七
・
○
万
、
バ
ス
及

31　（497）



．
び
エ
ク
セ
タ
…
の
七
・
九
万
、
コ
ル
チ
エ
ス
タ
ー
の
六
・
二
万
、
グ

ロ
ス
タ
ー
の
六
・
七
万
、
　
チ
エ
ス
タ
ー
の
八
・
五
万
人
等
旧
ロ
ー

マ
ン
タ
ウ
ン
の
示
す
人
口
数
値
が
地
方
の
行
政
経
済
の
中
心
都
市
に

忌
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
集
落
地
理

．
学
に
お
け
る
A
・
B
・
C
…
…
の
説
明
が
そ
の
原
因
を
規
定
す
る
等

．
と
は
筆
者
も
も
と
よ
り
考
え
た
く
は
な
い
。
た
だ
し
か
し
A
．
B
．

C
…
…
を
ふ
く
む
歴
史
地
理
学
的
ア
ブ
窟
i
チ
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
日

本
の
よ
う
な
古
い
国
で
は
極
め
て
必
要
で
あ
る
こ
と
の
み
を
添
加
し

て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
五
．
六
．
五
〕

①
　
中
島
健
一
冊
．
英
圃
史
へ
の
地
理
学
酌
序
考
』
昭
和
一
八
年
。

②
　
今
井
登
志
喜
「
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
人
の
都
市
と
ア
ン
グ
ロ

　
ー
ー
サ
ク
ソ
ソ
の
都
市
」
　
（
『
都
市
発
達
史
研
究
』
一
九
五
　
年
所
収
）
。

③
甥
．
譲
箋
。
ま
疑
”
↓
冨
男
○
纂
鍵
H
冒
p
郎
舅
9
困
o
B
p
噂
し
d
葺
9
｝
診
・
お
b
。
卜
。

　
3
置
”
｝
旨
鼠
。
滋
臼
。
ミ
切
℃
冨
鋤
峯
貯
⑳
畳
一
3
ω
●

④
騨
芝
●
O
旨
三
唱
”
↓
ぎ
霞
自
著
p
⊃
昌
O
①
o
σ
q
巴
建
言
。
出
沁
。
導
霧
切
藁
巴
昌
・

　
（
騨
ρ
O
錠
げ
質
》
り
翼
ω
8
艮
。
鶉
一
〇
①
o
σ
q
悉
℃
げ
団
。
｛
醇
μ
α
q
す
⇔
傷
ぴ
①
隔
。
器

　
H
o
Q
O
O
’
）
同
ゆ
銀
。
こ
の
他
、
　
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
や
ロ
ー
マ
ン
ブ
リ
テ
ィ
ン

　
に
参
す
る
一
般
概
説
需
は
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
　
中
で
も
　
b
．
い
’

　
罰
濁
婆
①
ご
臼
。
毒
β
9
つ
q
O
o
離
浴
町
団
臼
屠
。
巳
象
」
β
じ
6
臣
鐙
ぢ
・
H
O
頓
。
。
及
び

　
囲
’
㌧
ピ
．
図
一
〇
げ
露
O
旨
恥
”
囲
。
琶
集
）
昌
M
W
戦
｝
峠
p
同
⇔
μ
頓
α
偶
・
　
は
轟
く
々
ハ
ヅ
チ
ソ
ソ
ソ

　
及
び
ペ
リ
カ
ン
叢
書
に
収
め
ら
れ
た
最
瀬
の
手
頃
な
概
説
書
で
あ
る
が
著

　
者
が
共
に
考
宵
学
潜
で
あ
る
た
め
か
歴
史
酌
背
景
と
遺
跡
遺
物
の
解
説
に

　
終
る
感
が
強
い
。
　
な
お
ペ
リ
カ
ン
ブ
ッ
ク
ス
で
は
　
ω
．
図
．
芝
貯
げ
。
開
…

　
口
肩
搾
p
冒
餌
昌
幽
②
樗
↓
げ
Φ
国
O
臼
P
昌
ω
尉
り
偽
9
が
禺
版
さ
れ
て
い
る
。
参
考
迄

　
に
こ
の
書
の
目
次
を
あ
げ
て
み
る
。
　
同
．
潤
『
8
ユ
O
a
ω
貯
雲
O
巨
　
踏
9
ピ
①
‘

　
σ
q
ざ
⇔
ρ
0
9
厳
唱
ρ
鳴
。
碁
”
謹
Φ
o
r
6
財
○
≦
9
訟
ω
．
　
H
同
H
・
胃
0
9
岱
ω
●
園
o
p
島

　
ω
3
銘
。
夢
し
d
篇
自
σ
Q
霧
鴨
筥
に
。
ω
8
昌
o
ρ
　
矧
く
・
↓
o
類
¢
翻
9
旨
α
§
魚
鴇
じ
ご
二
臨
騨

　
ぼ
σ
q
ω
　
＜
・
6
げ
o
O
o
ヨ
μ
窪
嘱
ω
箆
①
“
＜
に
蟹
ρ
＜
讐
節
ひ
q
o
ρ
》
σ
Q
臨
o
a
ε
H
，
①

　
＜
H
●
℃
o
ユ
ρ
O
o
p
ω
碕
鉱
閑
。
盤
ρ
ω
薗
昌
鉢
8
0
毒
2
ψ
＜
麟
●
↓
げ
o
O
o
＜
霞
β

　
巨
。
摸
冨
”
o
臣
昌
　
く
目
H
●
切
①
目
α
q
δ
ロ
　
H
×
。
笛
座
ω
鶉
津
q
O
巴
鑑
け
ρ
　
区
。

　
ぎ
鳥
争
心
δ
ω
博
士
飴
簗
篤
2
。
9
¢
お
ρ
O
o
導
笠
窪
8
・
鑑
歴
O
o
一
雪
σ
身
。
．
内
容
は

　
こ
の
種
の
概
説
の
常
と
し
て
、
断
片
的
な
一
・
二
の
資
料
を
つ
な
ぎ
合
せ

　
た
も
の
で
、
例
え
ば
セ
ン
チ
、
一
リ
エ
シ
ヨ
ン
地
割
の
聡
題
な
ど
は
ハ
ヴ
ニ

　
フ
ィ
ー
ル
ド
が
O
①
掛
酔
二
臨
P
銘
O
⇒
陣
類
菊
O
ヨ
鶉
詳
頃
の
ω
Φ
騒
1
8
触
ρ
鐸
ω
P
O
蕗
O
拶
ω

　
o
団
け
び
①
燭
ω
ω
①
図
諺
民
。
財
簿
①
o
同
。
¢
Q
一
〇
巴
ω
o
魚
①
受
●
一
箪
Q
。
i
卜
⊃
O
●
　
の
中
で
コ
ル

　
チ
エ
ス
タ
ー
か
ら
一
五
マ
イ
ル
西
方
の
地
割
を
指
適
す
る
が
、
筆
毒
の
調

　
査
の
限
り
で
は
な
お
不
充
分
で
あ
り
、
局
部
地
域
の
地
理
巌
ず
的
な
考
察
に

　
つ
い
て
は
ギ
ル
バ
ー
ト
の
場
合
に
も
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

⑤
　
藤
岡
謙
二
鄭
「
幕
府
．
観
究
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
飽
一
望
に
つ
い
て
」

　
（
『
地
理
学
評
論
』
三
〇
巻
八
母
）
　
一
九
五
七
年
。

tw　＠＠＠＠

同
右
『
、
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
』
昭
和
竃
○
年
。

O
a
冨
舘
8
①
ω
母
く
Φ
鴫
竃
9
唱
。
直
配
。
日
置
μ
し
6
二
9
。
貯
．
お
朝
9

鉾
回
9
霧
置
昌
伽
。
準
じ
d
嵩
努
一
翼
費
二
言
①
ヒ
d
甑
二
路
ω
8
ω
●
当
り
ω
ρ

ダ
⇔
ω
3
昌
壱
…
ゆ
臨
醇
珍
回
ω
ざ
ω
ち
ミ
・

陣
び
臨
”
繭
’
回
δ
い
享
益
9
じ
づ
榊
，
寓
〔
昏
同
囲
欝
O
o
ワ
O
鍵
廷
ζ
診
〆
錺
Φ
一
Φ
切
ρ

（498＞32
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⑪
ト
労
¢
H
彰
8
魯
↓
冨
野
四
一
ω
び
囲
巴
①
ω
δ
魅
・

⑫
岡
図
は
地
形
図
○
⇔
①
ぎ
。
げ
ζ
昌
か
ら
の
筆
者
の
叛
書
き
。
コ
ー
プ

　
リ
ッ
ジ
や
ハ
ド
リ
ア
ン
ウ
ォ
ー
ル
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
夫
々
同
≦
冒
｝
－

　
ω
讐
《
o
暁
妻
。
目
騨
ω
”
O
o
巳
び
誌
α
ひ
q
Φ
図
。
ヨ
9
昌
ω
欝
賦
。
挿
μ
り
鰹
・
及
び
皆
罷
”

　
臼
｝
δ
知
。
巳
効
⇔
ω
詳
①
霧
三
巴
一
．
H
誤
Q
。
・
労
●
9
0
0
崔
昌
σ
Q
毒
o
o
伽
”
》
ω
げ
。
雲

　
Φ
臨
◎
0
8
誓
Φ
幻
。
巳
9
p
ミ
巴
ゼ
μ
O
誤
．
参
照
。
但
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

　
も
長
城
地
帯
に
お
け
る
建
物
～
城
塁
や
パ
ス
、
水
道
、
門
、
ぼ
う
ろ
う
、

　
キ
ャ
ソ
ブ
等
…
1
の
紹
介
の
簡
単
な
る
解
説
書
で
あ
る
。

⑬
　
註
⑫
及
び
ρ
○
・
ω
●
O
境
9
≦
h
o
絃
島
“
6
0
口
。
守
q
量
蔵
回
団
。
五
障
。
営
銭
μ

　
ω
o
o
篇
鍵
筏
．
お
隠
P
　
本
望
も
亦
遺
跡
の
歪
な
る
発
掘
報
告
と
そ
れ
に
関
す

　
る
若
干
の
意
見
を
の
べ
た
考
古
学
的
作
品
で
あ
る
。

⑭
H
普
δ
B
ユ
p
図
。
甘
p
⇒
効
－
菊
α
管
δ
o
げ
。
男
。
ジ
①
≦
o
α
q
Φ
節
ゆ
⇔
段
頃
p
づ
◎

　
儀
①
境
↓
p
び
巳
p
勺
Φ
蓉
ぎ
σ
q
①
ユ
餌
ロ
2
U
9
屋
冨
嵩
δ
〈
o
窃
開
．
蜜
馨
2
’
お
δ
●

⑮
H
。
P
嵐
9
嶺
鍵
一
州
。
営
碧
白
醸
ω
ぎ
昏
Φ
名
㊦
蹴
α
し
り
魅
・

⑯
｝
臼
．
6
餌
誉
二
臣
Φ
涛
§
き
ヒ
d
帥
酔
器
9
野
酔
｝
二
④
置
・
ブ
リ
ス
ト

　
ル
海
峡
か
ら
遠
か
ら
ぬ
地
点
に
あ
る
、
バ
ス
は
い
ま
人
口
約
七
万
を
か
ぞ

　
え
る
ソ
マ
ー
セ
ッ
ト
シ
ア
ー
の
首
都
で
あ
る
が
エ
ー
ボ
ン
川
の
段
丘
下
位

　
面
に
は
今
な
お
混
熱
の
た
え
ぬ
大
規
模
の
ロ
ー
マ
ン
バ
ス
が
残
存
、
衛
畏

　
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
市
街
地
は
こ
こ
か
ら
段
丘
崖
に
沿
っ
て
の
び
叶
。
o
。

　
一
世
紀
の
終
り
頃
に
栄
え
た
こ
の
泉
都
に
は
シ
ヴ
ィ
ル
ゾ
ー
ソ
と
い
わ
ず

　
ミ
リ
タ
リ
ー
ゾ
ー
ン
の
人
々
も
訪
れ
た
。

⑰
V
　
O
ロ
①
ω
酢
①
励
－
O
臨
9
鉱
○
ρ
昌
α
Φ
。
瞬
O
凱
Q
。
．
　
ロ
：
マ
時
代
の
チ
エ
ス
タ
ー
が
ま

　
た
す
ぐ
れ
た
港
で
あ
り
、
　
一
部
の
軍
人
が
直
接
イ
タ
リ
ア
本
岡
か
ら
海
路

　
こ
の
港
に
往
来
し
た
こ
と
は
、
町
の
周
辺
発
掘
の
ロ
ー
マ
人
の
墓
碑
銘
か

　
ら
明
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
現
地
の
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

⑱
喝
．
贈
・
巨
さ
導
℃
ω
。
鑓
労
9
轟
⇔
磨
貯
8
5
憲
㎝
①
・
薫
貸
臼
、
冨
労
。
動
き

　
諺
ρ
蛋
。
山
σ
q
溝
9
9
い
貯
8
宮
．
お
鶴
’

⑲
磯
。
降
ω
露
お
》
塔
巨
8
。
樽
ξ
巴
p
言
団
。
第
二
旨
冨
①
9
0
α
q
ざ
鍮
ω
。
。
｝
？

　
げ
畷
…
》
ω
げ
。
暮
○
缶
α
0
8
幻
。
ヨ
。
昌
環
g
r
お
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Old　Mirrors　of　Yin（股）and（腕∂u（周）Dynasties　in　China

by

Sueji　Umehara

　　王twas　recognized　in　theユatter　half　of　1920s　that　the　origi且of　me－

tal　mirrors　stafts　far　back：of　those　in£he　Han　（漢）　dynasty　which

were　to　be　the　oldest　heretofQre，　by　abundant　appearance　of　tlie　mi；，

rrors　in　the　Chan－fez｛o　（戦国）．era；．but　as　fol’．the　mirrors　in　Yin（股）

or　Chou（周）dynasties　any　reliable　sa即1e　couエd　hardly　be　found・

In　rece無t　years，　however，　the　頚iゴrors　before　the　Chαn一舷。　（戦国）

era　becorne　to　deserve　of　being　discussed，　as　ac　result　of　the　report

on　the　rniarr◎rs　of　Tung－cho”一kun－feuo．（東騎虎国）from　Shan－hsien

（陳県）Ho．nαfZ－sing（河爾省）the　finds　from　An－yang－Yi7z・MU（安陽股墓）．

　　This　article，　besides　introduction　those　finds，　tries　to　study　the

origin　and　tradition　o£　the　Chinese　mirror　and　their　connection　with

later　mirrors，　supplying　some　feferences　at　hand．

On　the　Geographical　Characters　of　the　Roman
　　　　　　　　　　　　Towns　in　Great　Britain

　　　　　　　　Especially　from　the　points　of　views　of　their

　　　　　　　　　　　location　and　town　planning

by

Kenjii’6　Fujioka

　　We　m囎t　often　use　the　historica1．　appyoach　to　study　the　English

urban　geography，　because　must　of　£he　modern　English　citie　ac　nd

towns　originated　in　their　situations　and　town　plannings　’ ?ｒｏｍ　the

Roman　Age　as　well　as　theif　Roads．

　　The　aimS　of，historical　geography　are　to　reconstruct　the　geog，raphi－

ca！　aspects　in　hlstorical　age　and　to　research　the　geographical　conne－

ction　with　the　modern　landscapest　ln　this　pa．　onograph，　I　discussed，　for

the　first　time　the　geographicar　meanlngs　of　the　three　Rorrian　frontiers

and　the　administrative　divisien　of　rnilitary　andi　civil　zone．　1　think

thic　t　these　admin1strative　divisions　inttch　more　infiuenced　by　the　phy－

sical　b　asis　of　rriodern　Engl．and，　in　spite　of．　their　rriore　or　less　mili－

tary　purposes．　For　examples，　the翻1圭tary　zone　was　belong拍g　to

Highland　region　in　general　and　characterized　by　rrieagre　environments

and　the　Hadrian　Wali　was　constructed　by　choosing　the　shortest　dis一
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tance　between　two　seasides　and　yet　the　location　of　Corbrige’　as　the

fort　was　chosen　as　geographica11y　better　si加atio且．　Secondly，　we　can

find　the　Loeation　of　tnain　Roman　towns　were　chosen　also　the　terminal

point　of　river　navigation　or　of　tide．　ln　such　case，　the　settlement　usu－

ally　situated　on　the　Terance　like　high　flatface．　Thirdly，　we　can　find

even　now　many　modern　town　plannings　succeeded　from　the　Roman

Age．　1　explained　such　cases　in　Colchester，　Gloucester，　Chester，　etc．

　　In　general　the　study　of　Roman　town　are　similer　with　that　of　an－

cient　local　capitals　in　Japan．　My　another　purpoSe　og　this　monograph

was　the　study　of　comparative　historical　geograp　hy　between　Japan

and　England．

Greek　Image　of　Wor正d．History

　　　　Its　Formatin　and　Transrnlssion　to

　　　　　　　the　Latin　VLrest

by

Kenz6　Fujinawa

　　In　European　image　of　world－history，　bistory　develops　from　Oriental

Empires　to　Greece　and　Rome，　and　then　to　medieval　and　modern　Eu－

rope．　Outside　of　Europe　we　cannot　find　such　image　of　history．　For

example，　in　the　Far　East　the　Japanese　historians　before　the　acception

of　European　historical　science　did　not　connect　the　history　of　Japan

with　that　of　China，　inspite　of　the　fact　that　Japanese　history　had　be－

gun　under　the　cultural　infiuence　of　Cliina．　ln　this　paper　the　writer

tries　to　explain，　why　in　Europe　such　image　of　history　has　been　form－

ed．

　　The　image　derives　is　origin　from　the　ancient　Greel〈　historians．　ln

Greece，　history　as　a　science　begins　not　with　the　narration　of　Greek

history，　but　with　the　description　of　foreign　countries．　From　this

origin　onward，　Greek　historlcal　science　hac　s　ac　s　a　rule　a　1〈een　interest

in　world－geography　and　foreign　powe；’s．　When　Persian，　Macedonian

and　Roman　powers　in　turn　threatened　Greek　independence，　some・

contemporary　historians　chose　these　powers　a‘s　their　rnain　themes．
In　’狽撃≠?　first　century　B．　C．，　when　Greel〈　lndependence　was　utterly

lost，　some　Greek　historiic　ns　complled　world－histories，　relying　on　the

main　historians　up　to　their　times，　and　a　Roman　historiac　n　named　Pom－

peius　Trogus　also　wrote　a　world－history　in　Latin，　copying　one　or　a

few　Greek　models．　ln　these　works，　especially　in　the　last，　European

image　of　world－history　reaching　Roman　Empire　is　clearly　seen．　The
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