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地
図
の
定
義

そ
も
そ
も
、
地
図
と
は
何
な
の
か
。

起
源
で
い
え
ば
言
語
よ
り
は
古
く
、
絵

画
よ
り
は
新
し
い
か
、
も
し
く
は
同
時

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

広
義
の
解
釈
で
は
、「
文
字
を
用
い

な
い
で
場
所
を
示
唆
す
る
も
の
が
地
図

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
ロ
シ
ア
で
発
掘
さ
れ
た
青
銅
器
時

代
の
絵
に
は
、
山
と
川
と
ラ
イ
オ
ン
な

ど
の
動
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
発
掘
さ

れ
た
場
所
な
ど
か
ら
考
え
て
、
描
か
れ

て
い
る
の
は
カ
フ
カ
ス
（
コ
ー
カ
サ
ス
）
、

現
在
の
ア
ル
メ
ニ
ア
の
辺
り
で
は
な
い

か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
脈
は

カ
フ
カ
ス
山
脈
で
、
川
は
そ
こ
を
流
下

し
て
い
る
川
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ア
ル
タ
ミ
ラ
（
ス
ペ
イ
ン
北
部
、
カ
ン
タ
ブ

リ
ア
州
の
州
都
サ
ン
タ
ン
デ
ル
か
ら
西
へ
30
㎞
ほ

ど
の
サ
ン
テ
ィ
リ
ャ
ー
ナ
・
デ
ル
・
マ
ル
近
郊
）

の
洞
窟
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
バ
イ
ソ

ン
だ
け
だ
か
ら
絵
画
な
ん
で
す
が
、
ロ

シ
ア
の
事
例
は
特
定
さ
れ
る
場
所
を
描

い
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
こ
れ
は

地
図
と
考
え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

東
西
南
北
の
ど
こ
が
上
か

北
を
上
に
描
く
の
は
、
国
際
的
な
ル

�
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
オ
�
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
図
は
、

南
が
上
で
す
し
、
昔
の
日
本
地
図
は
九

州
を
上
に
し
た
り
し
た
も
の
も
あ
り
ま

し
た
。
仁
和
寺
に
あ
る
の
は
、
南
を
上

に
し
て
、
ま
さ
に
大
陸
か
ら
日
本
を
見

た
感
じ
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
地
図
と
し
て
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
の
ヘ
リ
フ
ォ
�
ド
大

聖
堂
に
伝
来
す
る
中
世
世
界
図
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
東
が
上
。
聖
書
に
東
の

方
角
に
エ
デ
ン
が
あ
る
、
と
書
か
れ
て

お
り
、
ヨ
�
ロ
ッ
パ
か
ら
見
て
東
に
エ

ル
サ
レ
ム
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
東
に

は
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
ト
が
あ
っ
て
、

上
に
描
か
れ
る
の
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
で
、
一
般
的
に
南
を
上
に

す
る
の
は
メ
ッ
カ
の
方
向
が
南
だ
か
ら

で
す
。
日
本
か
ら
見
た
ら
西
に
な
り
ま

す
が
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
中
心

地
は
イ
ラ
ク
の
バ
グ
ダ
ッ
ド
と
か
シ
リ

ア
の
ダ
マ
ス
カ
ス
で
し
た
か
ら
、
メ
ッ

カ
は
南
の
方
向
な
ん
で
す
。
１
日
５
回
、

礼
拝
し
ま
す
か
ら
方
角
は
重
要
で
す
。

仏
教
は
北
が
上
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
神
聖
な
世
界
は
涼
し

い
所
、
北
だ
か
ら
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の

ほ
う
に
〈
無
熱
悩
池

む
ね
つ
の
う
ち

〉
と
い
う
、
暑
熱

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
池
が
あ
る

と
仏
典
に
出
て
き
ま
す
。

丸
い
地
球
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い

う
こ
と
も
、
大
変
、
問
題
に
な
る
こ
と

で
す
。
赤
道
は
天
文
学
的
に
決
ま
り
ま

す
か
ら
緯
度
０
度
は
赤
道
で
す
が
、
縦

の
軸
（
経
度
）
は
決
ま
り
ま
せ
ん
ね
。
そ

れ
で
１
８
８
４
年
（
明
治
17
）
の
国
際
条

約
で
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
し
よ
う
、
と
決
め

ま
し
た
。
日
本
で
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午

線
を
採
用
す
る
ま
で
は
、
伊
能
図
で
は

京
都
に
本
初
子
午
線
を
置
い
て
い
ま
し

た
。

国
際
子
午
線
会
議

経
度
と
時
間
の
統
一
基
準
を
つ
く
る
た
め
に
、
１

８
８
４
年
（
明
治
17
）
に
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン

で
開
か
れ
た
国
際
会
議
。
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
を
含
む

25
カ
国
が
参
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
天
文

台
を
通
る
子
午
線
（
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午
線
）
を
経
度

０
度
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
世
界
の
大
多
数

の
船
が
使
用
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
製
の
海
図
に
基
づ

い
て
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
を
基
準
点
と
す
る
提
案
に
対
し

て
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
（
現
・
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
）

は
反
対
票
を
投
じ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
棄
権
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
が
同
制
度
を
採
用
し
た
の
は
、
１
９

１
１
年
（
明
治
44
）
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
有
名
な
メ
ル
カ
ト
�
ル
図

法
は
航
海
に
使
う
た
め
の
図
。
地
図
の

副
題
に
は
ち
ゃ
ん
と
但
し
書
き
が
あ
る

ん
で
す
が
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
す
。

縦
横
に
経
緯
線
が
あ
っ
て
見
や
す
い
か

ら
多
用
さ
れ
る
。
北
に
行
く
と
拡
大
す

る
原
理
だ
か
ら
、
北
方
の
国
が
大
き
く

な
っ
て
し
ま
い
、
地
図
と
し
て
は
正
確

で
な
い
け
れ
ど
、
ヨ
�
ロ
ッ
パ
諸
国
は

実
際
よ
り
大
き
く
見
え
る
わ
け
だ
か
ら

都
合
が
よ
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

碁
盤
目
を
引
く
の
は

書
き
や
す
く
す
る
た
め

奈
良
時
代
ま
で
、
日
本
で
は
地
図
を

麻
布
に
墨
で
描
い
て
い
ま
し
た
。
麻
布

に
い
き
な
り
は
描
け
な
い
で
す
か
ら
、

何
ら
か
の
指
標
が
い
る
。
そ
れ
で
、
ま

ず
碁
盤
目
を
描
い
た
ん
で
す
。

地図で表わす世界観

長谷川 孝治
はせがわ こうじ

神戸大学文学部教授

1947年生まれ。京都大学大学院文学研究
科博士課程単位修得退学。1977年神戸市
外国語大学助手、1990年神戸市外国語大
学教授、1995年から現職。専門は、ヨー
ロッパとりわけイギリス及びネーデルラ
ンドにおける近世・近代地図史研究。

主な著書・論文に、

『地図の思想』（編著／朝倉書店 2005）、
『地図と文化』（編著／地人書房 1989）、
『国家表象としての近世アトラスの比較地
図史的研究』（2005）ほか

ルネッサンス以降の近代化した地図に、
目が慣らされている私たち。

「世界観を育み、自分の居場所を伝えたいという
思いを描いたものが地図」と長谷川孝治さんは言います。

居場所とは、何丁目何番地だけではなく、
コスモス（宇宙観）から見たものも含み、

曼荼羅
まんだら

などの絵図も地図である、とのこと。
時代ごと、地域ごとに変遷する世界観。

そう考えて地図を見ると、今まで以上にたくさんの情報を
読み取ることができるかもしれません。

地図で表わす世界観
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早
く
全
土
の
地
図
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ

�
・
サ
ク
ス
ト
ン
と
い
う
男
に
命
じ
て
、

た
っ
た
６
年
で
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
測

量
し
て
い
た
ら
６
年
で
は
で
き
ま
せ
ん

か
ら
、
望
視
の
技
術
を
使
っ
て
描
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
中
世
の
図
は
、
河
川

中
心
で
す
よ
。
あ
る
範
囲
を
押
さ
え
る

に
は
、
縦
横
の
線
と
し
て
川
を
入
れ
る

と
、
町
を
描
き
や
す
い
ん
で
す
。
ロ
�

マ
時
代
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
図
も

経
度
・
緯
度
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

地
図
の
概
念
の
変
遷

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
こ
ろ
ま
で
は
、
地

図
と
絵
画
は
境
界
が
曖
昧
だ
っ
た
の
で
、

画
家
が
た
く
さ
ん
地
図
を
描
い
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
以
降
、
絵
画

は
美
術
、
地
図
は
科
学
、
と
い
う
よ
う

に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。

風
景
画
の
よ
う
な
描
き
方
を
は
じ
め

多
様
だ
っ
た
表
現
が
、
だ
ん
だ
ん
上
か

ら
見
た
図
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、

多
く
の
情
報
を
正
確
に
表
現
す
る
た
め

に
、
抽
象
化
し
て
、
記
号
で
表
わ
さ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
自
身
は
地
図
を
科
学
に

持
っ
て
い
っ
た
の
は
問
題
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
目
に

見
え
る
も
の
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い

う
部
分
に
は
、
人
間
の
感
性
が
入
り
込

む
余
地
が
あ
る
か
ら
で
す
。

最
後
の
審
判
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
ヘ
リ
フ
ォ
�
ド
図
や
世
界
観
を
表
現

し
た
曼
荼
羅
は
、
世
界
地
図
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
宇
宙
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。
広
く
い
え
ば
、
コ
ス
モ
ス（kosm

os：

ギ
リ
シ
ア
語
で
世
界
、
宇
宙
、
秩
序
を
意
味
す
る

語
。
一
般
に
宇
宙
観
の
こ
と
）
に
な
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）
に
イ
ギ
リ
ス

の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
�
（
当

時
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
一
緒
の
組

織
）
で
、
中
世
や
近
世
の
地
図
を
見
た

こ
と
が
、
私
が
地
図
を
研
究
し
よ
う
と

し
た
き
っ
か
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
地

図
を
全
体
的
に
と
ら
え
て
い
こ
う
、
描

い
た
人
、
描
か
れ
た
時
代
の
主
観
を
大

事
に
し
よ
う
、
と
い
う
研
究
方
向
に
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
し
た
。

そ
れ
で
、
京
都
の
北
の
ほ
う
に
あ
る

安
曇

あ
ど

川
上
流
部
を
描
い
た
中
世
の
絵
図
、

〈
葛

か
つ
ら

川
絵
図
〉
を
描
い
た
人
や
村
人
た

ち
の
世
界
観
を
解
釈
し
よ
う
と
研
究
会

を
つ
く
り
ま
し
た
。
当
時
は
「
学
際
的
」

と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
理
だ
け
で

な
く
日
本
史
や
建
築
の
人
も
入
っ
た
研

究
会
で
す
。

葛
川
絵
図
は
、
お
寺
が
自
分
の
荘
園

の
範
囲
を
描
い
た
も
の
で
、
実
は
周
り

の
荘
園
が
入
り
込
ん
で
き
て
、
木
を
伐

っ
て
炭
を
焼
い
た
こ
と
に
抗
議
し
て
、

寺
が
訴
え
出
た
と
き
の
裁
判
史
料
な
ん

で
す
。
こ
れ
も
安
曇
川
水
系
が
軸
に
な

っ
て
、
上
に
比
良
山
地
、
下
に
丹
波
山

地
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

大
化
の
改
新
の
と
き
に
出
て
く
る
条

里
制
（
班
田
収
授
の
法
に
よ
っ
て
口
分
田
を
分
け

る
目
安
）
は
、
縦
横
１
０
９
ｍ
の
グ
リ
ッ

ド
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本

当
に
条
里
制
が
敷
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

水
路
と
か
畦
道
が
つ
く
ら
れ
た
は
ず
で

す
が
、
実
際
に
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
開
発

は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
、
地
図
を
描
き
や
す
く
す
る
た
め
に

引
い
た
線
だ
、
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
ま
で
、
中
国
の
現
存
す
る
最
古

の
地
図
と
い
わ
れ
て
い
た
〈
禹
蹟
図
〉

に
も
、
や
は
り
縦
横
の
線
が
入
っ
て
い

ま
す
。
西
安
の
碑
林
博
物
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
黄
河
と
長
江
、
珠
江

が
非
常
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
系
と
い
う
の
は
、
地
図
に
と
っ
て
一

つ
の
座
標
と
い
っ
て
も
い
い
も
の
で
す
。

禹
蹟
図

１
１
３
７
年
（
紹
興
７
）、
南
宋
の
高
宗
の
代
に
つ

く
ら
れ
た
禹
蹟
図
刻
石
。
湖
南
省
の
省
都
長
沙
市
の

馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
漢
代
の
地
図
三
種
が
出
土
す

る
ま
で
は
、
中
国
最
古
の
地
図
だ
っ
た
。
禹
は
、
黄

河
の
治
水
の
功
績
に
よ
っ
て
舜
帝
か
ら
帝
位
を
禅
譲

さ
れ
、
夏
王
朝
十
代
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
上

の
聖
王
。

望
視中

世
に
は
、
ま
だ
測
量
技
術
は
な
か

っ
た
の
で
、
教
会
の
塔
の
よ
う
な
高
い

所
に
上
っ
て
、
周
り
を
見
渡
し
て
ス
ケ

ッ
チ
的
に
描
き
ま
す
。
望
視
、
英
語
で

い
う
とview

で
す
ね
。

イ
ギ
リ
ス
は
１
５
７
９
年
（
天
正
７
）

に
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
目
的
で
い
ち

左：禹蹟図の拓本。川が非常に
鮮明に描かれている。（中国・西

安碑林博物館所蔵）

下：大正から昭和初期にかけ
て、日本全国を鳥瞰図として描
いた吉田初三郎による愛知・知
多半島の絵図。「初三郎式絵図」
と呼ばれる独自の画法では、韓
国や中国も同じように表現され
た。まさに、地図には描く人の
主観が入ることの象徴である。
南知多遊覧交通名所図絵「知多半島遊

覧交通鳥瞰図」（観光社 1925）（画像提

供／（Ｃ）アソシエ地図の資料館

画／吉田初三郎）
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居
場
所
を
伝
え
る
地
図

た
だ
、
い
っ
た
ん
学
際
的
に
な
っ
た

動
き
が
、
再
び
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

今
の
地
図
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
を
正
確

に
、
と
い
う
方
向
に
ど
ん
ど
ん
進
ん
で

い
ま
す
。
学
会
で
も
、
主
流
と
な
っ
て

い
る
の
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
地
図
で
す
。

Ｇ
Ｉ
Ｓ
（G

eographic
Inform

ation
S

ystem

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）
な
ん
か
、
数
字
の
世

界
で
す
か
ら
ね
。
細
か
い
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
わ
か
っ
て
く
る
け
れ
ど
、
全
体
と

し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
見
え
づ
ら
い
。

近
代
的
な
道
路
地
図
の
原
点
と
い
う

の
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
１
６
７
５
年
（
延

宝
３
）
に
オ
ウ
グ
ル
ビ
�
が
発
行
し
た

道
路
地
図
帳
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の

道
順
を
巻
紙
に
描
い
た
よ
う
に
表
現
し

て
、
下
か
ら
上
に
、
下
か
ら
上
に
、
と

行
く
べ
き
道
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。
今

の
カ
�
ナ
ビ
と
近
い
発
想
で
す
。
面
の

情
報
で
は
な
く
、
線
の
情
報
な
の
で
、

我
々
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
見
に
く

い
ん
で
す
。

私
は
「
情
報
が
微
分
化
さ
れ
て
い
る
」

と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
地
図
を
ど

ん
ど
ん
細
分
化
す
る
と
、
全
体
像
が
ま

っ
た
く
見
え
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
わ

上段／葛川絵図。
（東京大学史料編纂所編『日本荘
園絵図聚影　一下　東日本二』
東京大学出版会 1996）

下段左／ヘリフォード図。
（イギリス・ヘリフォード大聖堂

所蔵）

下段右／オウグルビー道
路地図帳。（J.Ogilby :

"Britannia",Theatrum Orbis

Terrarum,1970）

か
り
に
く
く
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
積
分
化
の
方
向
と
い
う
か
、

自
分
た
ち
が
ど
ん
な
世
界
に
住
ん
で
い

る
か
と
か
、
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
思

い
ま
す
。
哲
学
で
一
番
問
題
に
す
る
べ

き
こ
と
は
、W

ho
am

I
?

つ
ま
り
、

自
分
は
誰
な
の
か
、
で
す
。
地
理
あ
る

い
は
地
図
は
、W

here
am

I
?

な

ん
で
す
よ
。
通
常
は
自
分
が
ど
こ
に
い

る
か
な
ん
て
、
意
識
し
て
い
な
い
。
そ

れ
で
も
、
自
分
の
位
置
を
定
位
と
い
う

か
、
定
め
て
お
き
た
い
と
い
う
欲
求
が

あ
る
の
で
す
。

学
生
た
ち
に
も
い
つ
も
言
う
ん
で
す

が
、「
世
界
の
ど
こ
に
で
も
行
く
こ
と

が
で
き
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
行
け
な

い
」
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
時
間

は
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
空
間
は
選
択
の
可
能
性
が
あ
る
ん

で
す
。

曼
荼
羅
の
よ
う
な
宗
教
画
が
地
図
の

カ
テ
ゴ
リ
�
に
入
れ
ら
れ
る
の
も
、

「
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
」、
つ
ま
り

居
場
所
を
信
者
に
示
す
た
め
に
描
か
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
や
は
り
自
分
た
ち

の
い
る
場
所
を
示
す
と
と
も
に
、
伝
え

た
い
と
い
う
気
持
ち
。

単
に
自
己
満
足
で
描
く
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
、
伝
え
た
い
。
こ
の
伝
え
た
い
と

い
う
気
持
ち
は
、
ま
さ
に
言
語
と
一
緒

だ
と
思
い
ま
す
。取

材：

２
０
１
１
年
２
月
８
日




