
京
都
図
の
思
想

ー

洛
中
と
洛
外
の
間
!

園

田

英

弘

京都図の思想

一

シ

ー

ボ

ル

ト

の

「
ミ

ヤ

コ

の

パ

ノ

ラ

マ
」

こ
こ

に
、

一
枚

の
京

都
鳥

瞰

図
が

あ

る
。
「
ミ
ヤ

コ
の
パ

ノ

ラ

マ
」

(℃
》
乞
○
閑
》
]≦
〉

<
》
Z

]≦
H>
内
O
)
と

い
う
名
称

の
こ
の
鳥
瞰
図

は
シ
ー
ボ

ル
ト
の

『日
本
』

(蜜
署
8
)
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

ミ
ヤ

コ
を
西

か
ら
東

へ

鳥
瞰
し
た
こ
の

「
パ
ノ
ラ

マ
」
は
、
相
当

に
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
近
世
京
都

の

姿
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る

(図

一
参
照
)。

画
面
の
中
央

の
や
や
下
方

に
か
な
り
大

き
い
城
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
二
条

城
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
二
条
城
の
す

ぐ
上
方
に
川
が
描

か
れ
て
い
る
が
、

堀
川

で
あ
る
。
こ
の
堀
川
と
画
面
の
や

や
上
方

に
大
き
く
別
の
川
が
描

か
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
鴨
川
で
あ
る
。
堀
川

と
鴨
川
に
は
さ
ま
れ
た
よ
う
に
、
京
都

の
市
街
が
密
集
し
た
屋
並
で
埋
め
尽
く

さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
鴨
川

の
東

の
洛
東

一
帯
も
、
東
山

の
山
腹
近
く

ま
で
家
々
が
迫

っ
て
い
る
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
画
面

の
最
下
方

の
右
手
に
は
嵐
山
が
あ
り
、
左
手
に
は
双
ヶ
丘

と
金
閣
寺
と
お
ぼ
し
い
寺
が
描
か
れ
て
い
る
。
下
方

の
中
央

に
は
広
沢
池

で
あ

ろ
う
か
、
山

に
囲
ま
れ
た
池
が
描
か
れ
て
い
る
。
市
中
を
、
四

つ
の
大
き
な
道

が
横
断
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
二
条

・
三
条

・
四
条

・
五
条
通

り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
こ
の

「
ミ
ヤ
コ
の
パ
ノ
ラ
マ
」
、に
描

か
れ
た
部
分
部
分
を
見

て
い
く
と
、
非
常

に
正
確

に
近
世
京
都

の
鳥
瞰
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
全
体
的
な
印
象
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
も

の
は
、
チ
グ

バ
グ
な
も

の
が

あ
る
。
そ
れ
は

一
体
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
困
惑

の
原
因
を
整
理
し
て
み
る
と
、

細
か
い
点
を
除
外
す
れ
ば
、
京
都
の
市
街
地
が
京
都
盆
地

い
っ
ぱ

い
に
す

っ
ぽ

り
と
収

め
ら
れ
過
ぎ

て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
点

で
あ
る
。
西
陣
と
御
室

と
は
、
あ
ま
り
に
近
す
ぎ
る
。
島
原
や
東
寺
と
嵐
山
は
、
隣
り
あ

っ
て
い
る
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
鳥
瞰
図
を
描
く
さ
い
の
技
術
的
限
界

の
た
め
に
、
こ
の
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よ
う
な
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
京
都
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も

「
ミ
ヤ
コ
の
パ
ノ
ラ
マ
」

の
限
界
は
外
国
人
の
日
本
観
察
者
の
限
界
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
も

っ
と
別

の
理
由
が
、
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
江
戸
参
府
の
途
中

で
数
日
間

だ
け
京
都
に
滞
在
し
た
シ
ー
ボ

ル
ト

が
、
帰
国
後
に
む
こ
う
の
画
家

に
こ
の
よ
う
な
精
巧
な
鳥
瞰
図
を
描
か
せ
る
こ

と
が

で
き
た
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。

じ

つ
は
、
「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
に

は
、
日
本
人
の
描

い
た
元
絵
が
あ

っ
た
。
黄
華
山
が
文
化
五
年

(
一
八
○
八
)

頃

に
描

い
た
と
い
わ
れ

て
い
る

「華
洛

一
覧
図
」
で
あ
る

(図
二
参
照
)。
黄

華
山
は
岸
駒
派
の
画
家
で
、
四
条

・
丸
山
派
の
写
実
主
義

の
影
響
が
あ

っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
「
華
洛

一
覧
図
」
は
、

コ

覧
図
」

の
最
初

の
も
の
と
も

い
う

べ
き
作
品
で
あ
る
。
『日
本
絵
類
考
』
は

コ

覧
図
」

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に

述
べ
て
い
る
。
コ

覧
図
は
土
地

の
方
位

経
緯

の
度
数

に
拘
ら
ず
、
山
川
村
市

名
所
旧
跡
等
す
べ
て

一
紙
の
中
に
縮

め
て
画
き
た
る
地
図
を
い
ふ
、
京
師

の
人

横
山
華
山
は
じ
め
て
華
洛

一
覧
図
を
製
す
、
こ
の
図
大
に
世

に
行
は
れ
し
が
、

鍬
形
惠
斎
こ
れ
に
倣
ひ
江
戸

一
覧
図
を
画
き
更

に
世
人
を
驚

か
す
、
こ
れ
江
戸

八
百
八
町
を

一
紙

の
中
に
縮
め
た
る
を
賞

す
る
な
り
」

(矢
守

一
彦

『古
地
図
と

風
景
』
所
引
)。

シ
ー
ボ

ル
ト
の

「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
と

「華
洛

一
覧
図
」
と
は
、
基
本

的
な
違
い
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
細
か
い
点

で
は
、
両
者

に
は
い
ろ
い
ろ
と
違

い

が
あ
る
。
「華
洛

一
覧
図
」
に
は
東
山

の
中
天
に
朝
日
と
お
ぼ

し
き
竜

の
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」

に
は
そ
れ
は
な

い
。
「華
洛

一
覧

図
」

に
は
伝
統
的
な
屏
風
絵

の
手
法
で
あ
る

「雲
」
が
嵐
山
の
部
分
や
比
叡
山

の
山
麓

一
帯

に
描

か
れ
て
い
る
が
、
「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
に
は
そ
の
よ
う

な

「
日
本
的
」
手
法
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
細

か
い
違

い
は
あ
る
が
、
「華
洛

一
覧
図
」
の
構
図

は

「
ミ
ヤ
コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
に
そ

の

ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
に
対
す

る

「困

惑
」
と
わ
た
し
が
述

べ
た
も

の
は
、
「華
洛

一
覧
図
」

の
も

つ
特
色

に
対
す
る

「困
惑
」

で
も
あ
る
の
だ
。

「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
や

「華
洛

一
覧
図
」

の
全
体

の
構
図
が
、
京
都
盆
地

の
な
か
で

「
洛
中
」

の
部
分
に
不
当
な
ほ
ど
大
き
な
位
置
を
あ
た
え
て
い
る
の

は
な
ぜ

か
。
さ
ら
に
、
「洛
外
」
の
特
定

の
部
分
を
不
当
な
ほ
ど
強
調
し
て
い

る
の
は
な
ぜ

か
。
も
ち
ろ
ん
写
真
で
は
な
く
鳥
瞰
図
な

の
だ
か
ら
、
現
実

の
模

写
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
意
図
を
も

っ
て
強
調
す
べ
き
点
は
強
調

す
る
の
が
、
鳥
瞰
図

の
鳥
瞰
図
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ

の
鳥
瞰
図

の
全
体
的
構
図
が

か
か
え
て

い
る
問
題

は
、
「華
洛

一
覧
図
」
や

「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
だ
け

の
問
題

で
は
な
い
。
近
世
の
京
都
を
描

い
た
京

都
図
が
共
通
に
か
か
え
て
い
る
構
図
上

の
問
題
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
先

に
述

べ
た
わ
た
し
の

「困
惑
」
と
は
、
現
代

の
地
点
か
ら
見
た
、
近
世
の
京
都

の
空
間
認
識

に
関
す
る

「困
惑
」
な
の
で
あ
る
。

近
世

の
京
都
図

の
例
と
し
て
、
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
に
出
版
さ
れ
た

「皇
都
細
見
図
」
を
見

て
み
よ
う

(図
三
参
照
)。
地
図

の
周
囲

は
北
山

.
西

山

・
東
山
で
三
方
を
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
山
が
な
か

っ
た
南
は
、
川
と
大
池
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京都図の思想

で
縁
ど
ら
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
北

に
描

か
れ
て
い
る
の
は
鞍
馬
山
で
あ
り
、

最
南
端
に
位
置
す
る
の
が
石
清
水
で
あ

り
、
も

っ
と
も
東
が
宇
治

の
平
等
院

で

あ
り
、
嵐
山
が
も

っ
と
も
西
に
位
置
す

る
。
こ
の
よ
う
な
範
囲
を
京
都
図

の
中

に
描
く

の
は
、

い
わ
ば
伝
統
と
で
も
言

え
る
も

の
で
あ
り
、
江
戸
期
を
通
じ
て

一
貫
し
て
い
る
。

さ
て
問
題
は
、
東
西
南
北

の
山
々
や
川
と
京
都

の
市
街
地
と
の
関
係
で
あ
る
。

〔
(図
三
)〕
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
京

都

の
市
中

の
南
よ
り

の
部
分

に
東
本

願
寺
や
東
寺
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
寺

の
す
ぐ
南

に
は
川
が
流
れ
て
お
り
、

川
を
は
さ
ん
で
す
ぐ
対
岸

に
は
淀
や
伏

見
の
町
が
描
か
れ
て
い
る
。
西
に
目
を

向
け
て
み
よ
う
。
市
中

の
す
ぐ
外
を
南
北

に
御
土
居
が
走

っ
て
い
る
が
、

の
ち

ほ
ど
論
証
す
る
よ
う
に
、
御
土
居
か
ら
西
山
ま
で
の
距
離
が
異
常

に
短
い
。
同

様

の
こ
と
は
、
御
土
居
と
北
山
の
関
係

に
つ
い
て
も
言
え
る
。
比
較
的
正
確

に

描

い
て
あ
る
の
は
、
東
山
と
市
中

の
関
係
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に

「
ミ
ヤ

コ
の
パ
ノ
ラ

マ
」
も

「華
洛

一
覧
図
」
も

「皇
都
細
見

図
」
も
、
と
も
に

「洛
中
」

に
大
き
な
比
重
を
置
き
、
「洛
外
」

の
な

に
も

の

か
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
世

の
空
間
認
識

の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た

い
の
で
あ
る
。

二

近
世
京
都
図
の
概
観

こ
こ
で
少
々
、
京
都
図
全
般
の
こ
と
を
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。
矢
守

一
彦

の

『古
地
図
と
風
景
』
に
よ
れ
ぽ
、
承
応

二
年

(
一
六
五
三
)
の
京
都
図

で
あ
る

「新
改
洛
陽
并
洛
外
之
図
」
が
近
世
京
都
図
の
画
期
に
な

っ
た
と
い
う
。
特

に

こ
の
図
か
ら

「洛
外

の
名
勝

・
寺
社
も
、
と
く
に
南
方
で
は
淀
城
や
宇
治

の
平

等
院
あ
た
り
ま
で
広
く
包
含
す
る
1

重
要
な

の
は
、
収
集
範
囲
が
洛
外
は
る

か
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
寛
永

・
慶
安
図

に
お
い
て
も
、
東
山

・
西
山
、
あ
る
い
は
北
山

の
名
刹

・
名
所
が
、
次
第
に
図

中

に
と
り
込
ま
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ

る

(因
み
に
、
江
戸
市
民
の
場
合
、
郊

外
と
い
う
都
市
空
間
を
発
見
す
る
の
は
よ
う
や
く
化
政
期
に
い
た

っ
て
か
ら
と

さ
れ
る
が
、
都

で
は

洛
中
洛
外
図

の
時
代
さ
ら
に
は
平
安
王
朝
の
昔
か
ら
、

都
市
域

の
内
外

に
行
楽
空
間
を
設
定

し
て
い
た
の
で
あ
る
)。
し
か
し
そ

の
諸

景
観
図
は
、
な
か
ぽ
画
面
を
飾
る
イ
ラ
ス
ト
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
都
市
部

を
縁
ど

っ
て
配
置
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
承
応
二
年
図

に
い
た

っ
て
、

俄
然
、
そ
れ
ら
に

く地
理
的
位
置
V
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
地
図
上

の
地

物

と
し
て
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

洛
外

に
つ
い
て
も
、
初
め
て

〈
地

図
〉
が
作
ら
れ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
。

矢
守
は
続
け
て
言
う
。
「
も

っ
と
も
市
中

の
縮
尺
に
対
し
、
洛
外
は
著

し
く

縮
小
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
測
量
や
地
図
作
成
技
術
が
素
朴
な
た
め
に
お
こ

っ
た
も

の
で
は
な
い
。

一
定
限
の
紙
面

に
、
洛
外

の
要
所
を
も

ひ
ろ
く
収
容
す

る
べ
く
、
敢
え
て
採
ら
れ
た
技
巧
だ

っ
た
も

の
と
思
う
」
。

矢
守

の
指
摘
す
る
こ
と
で
重
要
な
の
は
、
二
点
あ

る
。
第

一
は
、
「新
改
洛

陽
并
洛
外
之
図
」
か
ら

「
洛
外
」
に
明
確
な

「地
理
的
位
置
」
が
与
え
ら
れ
た

と
い
う
点
。
第
二
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「洛
外
は
著
し
く
縮
小
」
さ
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れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
指
摘

は
矛

盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
「洛
外
」
が
明
確

に

「地
理
的
位
置
」
を
与
え
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
同
時

に

「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
そ
れ
は

「地
理
的
位
置
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
の
か
と
疑
う

の
で
あ
る
。
私
は
、

こ
の
矛
盾
は

「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
て

描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

「洛
外
」

と
い
う
概
念

の
不
明
確
さ
に
由
来
し

て
い
る
と
考
え
る
。
「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
た
の
は

「
洛
外
」

の
全
体
な
の
か
、

あ
る
い
は
そ
の
な
か
の
特
定

の
一
部
な

の
か
。

「洛
外
」
と
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も

っ
と
も
単
純

に
考
え
れ
ぽ
、

「洛
中
」
の
外
に
あ
る
空
間

の
こ
と
で
あ

る
。
『日
本
国
語
大
辞
典
』

(小
学
館
)

に
よ
れ
ば
、
「洛
外
」
と
は

「
み
や
こ
の
外
。
京
都

の
市
街
地

の
外
側
を
さ
す
。

近
世

に
は
西

・
南
は
豊
臣
秀
吉

の
築

い
た
御
土
居

の
外
、
東
は
鴨
川
以
東
、

北
は
鞍
馬
口
通
以
北
を
さ
す
こ
と
が
普
通

で
あ

っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し

か
に

「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
て
い
な
い
場
所
を

「
洛
中
」
だ
と
見
な
し
、
近
世

の
京
都
図
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
『日
本
国
語
大
辞
典
』
の
説
は
説
得

的

で
あ
る
。
た
だ
し

「鴨
川
の
東
」
を
全
面
的
に

「洛
外
」

に
入
れ
る
か
ど
う

か
、
問
題

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
の

「新
撰
増
補
京
大

絵
図
」

(図
四
参
照
)
と
同
じ
く
元
禄
九
年

の

「京
都
大
絵
図
」

(図
五
参
照
)

を
見
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
元
禄
期

の
二
つ
の
京
都
図
に
よ
れ
ぽ
、
西
と
南
は

御
土
居
で
、
北
は
鞍
馬
口
通
ま
で
を

「縮

小
せ
ず

に
」
描

い
て
あ
る
。
鞍
馬
口

通
以
北
で
御
土
居

の
中

の
部
分
は
、
な

に
も
描

か
れ
て
お
ら
ず

「縮
小
さ
れ

て
」
か

つ
ブ
ラ
ン
ク
に
な

っ
て
い
る
し
、
西
の
御
土
居

の
内
部
の
部
分
も
同
様

に
ブ

ラ
ソ
ク
に
な

っ
て
い
る
部
分
が
多
い
。

一
方
、
鴨
川

の
東

の
部
分
は
三
条
通
か
ら
南

の
部
分
は
ほ
ぼ

「洛
中
」
と
同

じ
縮
尺

で
描

か
れ
て
お
り
、
こ

の
意
味

で
は
洛
東

の
部
分
が
も

っ
と
も

「洛

中
」
と

「洛
外
」

の
区
別
が

つ
き
に
く
く
な

っ
て
い
る
地
域
で
あ
ろ
う
。
「縮

小
さ
れ
て
」
地
図
上
に
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準

に
し
て

「洛
中
」
と

「洛
外
」
を
分
け
る
の
な
ら
、
鴨
川
の
東

の
部
分

は

「洛
中
」
に
入
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
洛
東

の
部
分

の
解
釈
は

「洛
外
」
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題

に
、
わ
た
し
な
り
の
回
答
を
与
え
た
後
に
再
び
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

元
禄

の
京
都
は
、
近
世
の
京
都

の
最
盛
期
で
あ

っ
た
。
享
保

一
九
年

(
一
七

三
四
)
頃

の

「新
撰
増
補
京
大
絵
図
」
(図
六
参
照
)
で
は
、
洛
東

の
部
分
が

二

条
あ
た
り
ま
で
市
街
地
化
さ
れ
、
「洛
中
」
と
同

一
縮
尺
に
な

っ
て
お
り
、
ま

た
伏
見

の
部
分
も
市
街
地
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
洛
東

の
こ
の
よ
う
な
傾
向

は
幕
末
ま
で

一
貫
し
て
い
る
。
慶
応
四
年

(
一
八
六
八
)
の

「改
正
京
町
御
絵

図
細
見
大
成
」

(図
七
参
照
)
で
は
、
幕
末
に
京
都
が

に
わ
か
に
政
治

の
中
心

に
な

っ
た
た
め
に
、
洛
東

の
部
分

に
大
名
屋
敷
な
ど
が
建
て
ら
れ
て
市
街
地
化

し
て
、
あ
る
意
味
で
は

「洛
中
」
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
幕
末

の
京

都
図
で
あ
る

「皇
都
細
見
図
」
で
は
、
御
所
が
や
た
ら
と
巨
大

に
描
い
て
あ

っ

て
、
「洛
中
」

の
部
分

の
四
分

の

一
を
占
め
る
ほ
ど
に
描
か
れ

て
お
り
、
そ
の

意
味
で
は

ユ
ニ
ー
ク
な
京
都
図
で
あ
る
が
、
「
洛
外
」
と

「洛
中
」
の
関
係

に

つ
い
て
は
今
ま
で
に
述

べ
て
き
た
京
都
図
と
同
じ
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
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京都図の思想

目
を

「洛
外
」
の
描
写
に
向
け
て
み
よ
う
。
「新
撰
増
補
京
大
絵
図
」
と
宝

暦
八
年

(
一
七
五
八
)
の

「改
正
京
町
御
絵
図
細
見
大
成
」

(図
八
参
照
)
を
比

較
し
て
み
よ
う
。
「新
撰
増
補
京
大
絵
図
」
で
は
、
「洛
外
」
は
京
都
図
の
額
縁

の
よ
う
な
位
置

に
あ

っ
た
。
京
都
図
全
体

の
な
か
で
、
「洛
外
」
の
占

め
る
面

積
は
狭
く
、
記
載
さ
れ
て
い
る
地
物
も
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も

一
応

は
、
鞍

馬
山

(北
)
と
石
清
水

(南
)、
嵐
山

(西
)
と
平
等
院

(東
)
ま
で
の
範
囲
を

カ
ヴ

ァ
ー
し
た
地
図

に
な

っ
て
い
る
が
、
基
本
的

に
は

「新
撰
増
補
京
大
絵

図
」
は

「洛
中
」
図

で
あ

っ
た
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

近
世
を
通
じ
た

一
般
的
傾
向
と
し
て
、

し
だ
い
に
京
都
図

の
な
か
で

「
洛
外
」

の
占
め
る
比
重
が
増
大

し
て
い
く
。
地
図

の
な
か
で

「洛
外
」

の
面
積
が
増
大

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
図
上

に
記
載

さ
れ
る

「洛
外
」

の
地
物
が
増
え
、
し

だ
い
に
京
都
図
は

「洛
中

・
洛
外
」
図
と

い
う
性
格
を
強
め
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
ミ
ヤ

コ
京
都
が

「古
都
」
京
都

に
な

っ
て
い
く
に
し

た
が

っ
て
、
京
都

の
名
所
が

「洛
中
」

か
ら

「洛
外
」

へ
比
重
が
移
動
し
て
い

く
プ

ロ
セ
ス
に
対
応
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別

の
文
章
で

ふ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な

い

(『ミ
ヤ
コ
の
文
明
学
』
N
H
K
ブ

ッ

ク
ス
、

一
九
九
二
年
、
を
参
照
さ
れ
た
し
)。
さ
て
限
ら
れ
た
地
図
と

い
う

ス
ペ

ー
ス
の
な
か
で
、
で
き

る
か
ぎ
り
多
く

の

「洛
中
」
と

「
洛
外
」

の
情
報
を
盛

り
込
も
う
と
し
た
ら
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「洛
中
」
は

す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
「縮
小
さ
れ
な

い
」
で
描
か
れ
て
い
た
。
「洛
外
」
は

し
だ
い
に
記
載
さ
れ
る
地
物
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
こ
の
二
つ
の
要
請

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
答
え
る
た
め
に
は
、
地
図
を
大
き
く
す
る
か
、
な
に
か
を

「縮
小
し
て
」
描

く
し
か
な

い
。

地
図
と
は
実
用
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
記
載
は
よ
り
詳
細

で

(し
ば
し

ば

「
細
見
」
と
い
う
表
現

で
海
ら
わ
さ
れ
た
)
、
豊
富

で

(「新
撰
」
「増
補
」

が
し
ぼ

し
ば
な
さ
れ
た
)
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
増
大
す
る
情
報
量
を

一

定

の
ス
ペ
ー
ス
で
処
理
す
る
た
め
に
は
、
な
に
か
を
犠
牲
に
す
る
必
要
が
あ

っ

た
。
な
に
か
を
、
「縮
小
し
て
」
描
く
以
外

に
は
な
か

っ
た
。

で
は

一
体
そ
れ

は
な
に
か
。

三

「
洛
中
」

と

「洛
外
」

の
間

近
世

の
京
都
図
が
な
に
を
、
ど
れ
ほ
ど

「縮
小
」
し
て
い
る
か
を
知

る
た
め

に
、
国
土
地
理
院

の
五
万
分

の

一
の
地
図
と
何
枚
か
の
近
世
京
都
図
を
重
ね
合

わ

せ
て
み
よ
う

(図
九
参
照
)。
京
都
図

の
ほ
ぼ
中
央
部
分

に
、
ほ
ぼ

一
直
線

に
西
か
ら
嵐
山

・
西
大
路

(「
洛
中
」
と

「洛
外
」
の
西

の
境
界

に
な

っ
て
い

た
御
土
居

の
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
あ
る
)
・
二
条
城

・
鴨
川

(
一
応

「洛
中
」

の

東

の
端
と
い
わ
れ
て
い
た
)
・
南
禅
寺
が
並
ぶ
。
五
万
分

の

一
の
地
図

で
、
こ

れ
ら
四
者

の
距
離
を
調
べ
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
嵐
山
か
ら
南
禅
寺
ま

で
、
約

一
〇
キ
ロ
で
あ
る
。
京
都
盆
地

の
横
幅
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
が
も

っ

と
も
広

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
嵐
山
か
ら

「洛
中
」

の
境
界

の
西
大
路
ま
で

は
約
五
キ

ロ
弱
、
西
大
路
か
ら
二
条
城
ま
で
は
約

一
・
八
キ

ロ
で
、
嵐
山
か
ら
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二
条
城
ま
で
は
六

・
五
キ
ロ
あ
り
、
こ
れ
は
も

っ
と
も
幅

の
広
い
京
都
盆
地
の

中
間
点

よ
り
や
や
東
よ
り
に
な
る
。
西
大
路
か
ら
鴨
川
ま
で
約
四
キ

ロ
で
あ
り
、

こ
れ
が
近
世
京
都

の

「洛
中
」

の
幅
に
な
る
。

〔実
際
の
距
離
と
京
都
図
に
お
け
る
想
像
上
の
距
離
〕

実
際
の
距
離

京
都
大
絵
図

(
元
禄

九
年
)

嵐
山
i

南
禅
寺

一

〇
・

五

キ
ロ

一

〇
・

五

キ
ロ

嵐
山
ー
西
大
路

四
・

七
キ

ロ

○
・

八

四

キ
ロ

西
大路

-
二
条
城

一

・

八

キ

ロ

二
・

三
一

キ
ロ

二
条城

-
鴨
川

二
・

三

キ

ロ

五
・

二

五

キ
ロ

鴨
川
-

南
禅
寺

一

・

七

キ

ロ

二
・

一

キ

ロ

以
上

の
準
備
を
し
て
お

い
て
、
こ
ん
ど

は

「京
都
大
絵
図
」
(元
禄
九
年
)

の
嵐
山

・
御
土
居

・
二
条
城

・
鴨
川

・
南
禅
寺
が
実
際
地
図
上

で
描

か
れ
た

「
距
離
」
か
ら
逆
算

し
て
全
体

の

一
〇

・
五
キ

ロ
を
比
例
配
分
し
て
み
よ
う
。

復
刻
さ
れ
た

「京
都
大
絵
図
」

の
嵐
山
か
ら
南
禅
寺
ま
で
は
約
五
〇

セ
ン
チ
で

あ
り
、
嵐
山
か
ら
御
土
居
ま
で
は
四
セ

ン
チ
、
御
土
居
か
ら
二
条
城
ま
で
は

一

一
セ
ソ
チ
、
二
条
城
か
ら
鴨
川
ま
で
は
二
五

セ
ン
チ
、
鴨
川
か
ら
南
禅
寺
ま
で

は

一
〇

セ
ン
チ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
五
〇

セ
ン
チ
を

一
〇

・
五
キ

ロ
だ
と

す
る
と
、
「京
都
大
絵
図
」

に
描
か
れ
た
嵐
山

・
御
土
居

・
二
条
城

・
鴨
川

・

南
禅
寺
間
の
距
離
は
右
の
表

の
よ
う
に
な

る
。
国
土
地
理
院

の
五
万
分

の

一
の

地
図
か
ら
計
算
し
た
実
際
の
嵐
山

・
御
土
居

・
二
条
城

・
鴨
川

・
南
禅
寺
間
の

距
離
と

「京
都
大
絵
図
」
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
の
ズ

レ
こ
そ
が
、
京
都
図

で
な

に
を

「縮
小
」
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題

へ
の
回
答
を
用
意
し
て
く
れ
る
。
も

っ
と
も
大
き

い
の
は
、
嵐
山
と
御
土
居

の
間
の
ズ

レ
で
あ
る
。
実
際
は
五
キ

ロ

近
く
あ
る
両
者

の
距
離
が
、
わ
ず

か

一
キ

ロ
足
ら
ず
し
か
な
い
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向

は
、
嵐
山
と
御
土
居

の
間
だ
け
で
は
な
く
、
御
土
居
と
京

都
盆
地

の
西
山
と
の
間
の
関
係

に
ま
で

一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
「洛
中
」
の
西

の
は
ず
れ
で
あ
る
御
土
居
と
西
山

の
山
際
の
問

に
あ

る
空

間

は
、
極
端
に
無
視
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
同
様

の
こ
と
は
、
南

の

「洛

中
」

の
境
界
に
つ
い
て
も

い
え
る
。
多
く
の
京
都
図
で
は
、
御
土
居

の
南

に
は

す
ぐ
鴨
川
や
宇
治
川
が
西
流
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
川
の
対

岸
に
は
淀
城
が
位
置
し
て
い
る
。
御
土
居

の
北
に
接
す
る
よ
う
に
東
寺
が
あ
り
、

東
寺
と
淀
城
の
問
は
指
呼

の
間
し
か
な

い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
は

両
者
は
九
キ
ロ
近
く
離
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
御
土
居

の
南
側

か
ら
宇

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

治
川
ま
で
の
間
に
あ
る
な
に
も

の
か
が
地
図

の
記
載
か
ら

「著
し
く
縮
小
」
さ

れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
「皇
都
細
見
図
」

の
南
部
の

「洛
外
」

の
省
略
ぶ
り
は
極
端

で
あ
る
。

北
部

に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
な
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な

い
が
、
洛
東

の
部
分

に
つ
い
て
は
少
々
ふ
れ
て
お
こ
う
。
と
い
う

の
は
、
京
都
図

の
な
か
で

洛
東

の
部
分
が
も

っ
と
も

「縮
小
」
さ
れ
て
い
る
程
度
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
鴨
川

の
東
で
は
か
な
り
早

い
時
期
か
ら
市
街
地
化
が

進
ん
で
い
た
。

一
種

の

「洛
外
」

の

「洛
中
」
化
が
始
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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京都図の思想

「
洛
中
」

の
境
界
線

で
あ

る
鴨
川
か
ら
東

山
ま
で
ご
く
わ
ず

か
の
距
離
し
か
な

く
、
し
か
も
そ
こ
が
市
街
地
化
が
進
行

し
て
い
た
た
め
に

「縮
小
」
で
き
る
余

地
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
京
都
図

の
な
か
で
、
「洛
中
」
か
ら
東

の

「洛
外
」
に
か
け
て
が
も

っ
と
も
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
な
い
部
分

で
あ

っ

た
。さ

て
、
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
京
都
図
で
は

「
洛
中
」

の
西

・
南

・

北
で
は
か
な
り
大
き
く

「縮
小
」
さ
れ

た

「洛
外
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
白

に
な

っ
た
。
し
か
し
、
「洛
外
」
が

一
律

に

「縮
小
」
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。

「縮
小
」
さ
れ
た

「
洛
外
」
と

「縮
小
」

さ
れ
る
程
度
が
す
く
な
か

っ
た

「洛

外
」
と
、
二

つ
の
性
格
が
異
な
る
空
間
が
あ

っ
た
。
で
は
、
「縮
小
」
さ
れ
た

「
洛
外
」

に
は

一
体
な

に
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
「農
地
」
で
あ

る
。
「洛

外
」
を

「洛
中
」

で
は
な
い
場
所

で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
「洛
外
」
に
は
二

つ
の
性
格

の
異
な
る
空
間
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

第

一
は
、
山
際

の

「緑
地
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
嵐
山
や
鞍
馬
や
平
等
院

や
金
閣
寺
や
銀
閣
寺
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
峡
谷
や
山
や
丘
や

池
や
野
原
や
神
社

や
仏
閣
が
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
場
所
が
京
都
を
と
り
ま
く

山
々
の
山
際

に
ち
り
ば
め
ら
れ
、
「洛
中
」
を
遠
く
か
ら
取
り
囲
ん
で
い
る
。

美
し
い
自
然

の
な
か
に

「名
所
」
や

「
古
跡
」
が
散
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
わ

た
し
が

「緑
地
」
と
呼
ぶ
も

の
は
、
ミ
ヤ

コ
人
の
教
養
や
趣
味
に
裏
打
ち
さ
れ

た
人
工
的
自
然
環
境

で
あ

っ
て
、
た
ん
な
る
純
粋
な
自
然

で
は
な

い
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な

「緑
地
」
は
京
都
が

「古
都
」
化
し
て
い
く
の

に
対
応
し
て
、
京
都

の
重
要
な
文
化
資
源
と
な
り
、
京
都
図

の
な
か
で
も
そ
の

比
重
が
増
し
て
い

っ
た
。
「洛
中
」
と

「洛
外
」
と
普
通
に
並
列
さ
れ
る
と
き

の

「洛
外
」
と
は
、

こ
の
よ
う
な

「緑
地
」

の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
以
下
で

は

「洛
外
」
と
い
う
と
き
は
、
「緑
地
」
の
こ
と
を
指
す

こ
と
に
し
よ
う
。
慶

応
四
年

の

「
改
正
京
町
御
絵
図
細
見
大
成
」

は
、
「緑
地
」

の
部
分

の
記
載
が

も

っ
と
も
充
実
し
た
京
都
図
だ
が
、
山
や
川
や
丘
や
池

の
間

に
あ
る

「名
所
」

や

「古
跡
」
と
そ
れ
ら
を
結
ぶ
道
を
か
な
り
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
洛
外
」
が
、
地
図
上
の
記
載
で
は
し
だ

い
に

「洛
中
」
な
み
に
な
り
か
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
「緑
地
」
と

「洛
中
」

の
間

に
は
さ
ま
れ
た

「農
地
」

で
あ

る
。

「農
地
」
は
近
世

の
京
都
図
に
お
い
て
は
最
初

か
ら
終
わ
り
ま
で
、
無
視
さ
れ

続
け
た
存
在
で
あ

っ
た
。
京
都
は
盆
地
の
な
か
に
あ
る
都
市

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
京
都

の
市
街
地
が
山
際
ま
で
続

い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

近
世

の
京
都
図
や

コ

覧
図
」
が
わ
た
し
た
ち
に
伝
え
て
い
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

ミ
ヤ
コ
京
都

は

「洛
中
」
と
そ
れ
を
ぐ
る
り
と
取
り
ま
く

「洛
外
」
と

い
う

「緑
地
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
矢
守

一
彦

は
、

京
都
図

で

「洛
外
」
が

「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
た
の
は
、
「
一
定
限
の
紙
面
に
、

洛
外

の
要
所
を
も
ひ
ろ
く
収
容
す
る
べ
く
、
敢
え
て
採
ら
れ
た
技
巧
」

で
あ
る

と
解
釈
し
て
い
た
。
わ
た
し
は
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
不
満
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
よ
う
な

「技
巧
」
上

の
問
題
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
.か
し
、
「洛

外

の
要
所
を
も
ひ
ろ
く
収
容
」
す
る
気
が
な
か

っ
た
時
期

の
京
都
図

に
お
い
て
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も
、
「農
地
」
は

「
著
し
く
縮
小
」
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
確

か
な
こ
と
で
あ

っ

た
。
「農
地
」
は
あ
た
か
も
ミ
ヤ
コ
京
都

の
生
活
に
と

っ
て
、

ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
い
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
「農
地
」
は
こ
の
よ
う
な
地
図
上

の
記
載
で
差
別
さ
れ
て
き
た
の
か
。

わ
た
し
は
そ
の
理
由
を
ミ
ヤ

コ
意
識
に
求

め
た
い
。

ミ
ヤ
コ
意
識
と
は
、
イ
ナ

カ
に
対
す
る
文
化
的
優
越
意
識
を
背
景
と
し
て
い
る
。

ミ
ヤ
コ
観
念
と
ミ
ヤ

コ

意
識

の
詳
細
は
、
『
ミ
ヤ
コ
の
文
明
学
』

に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
強

調
し
て
お
く
べ
き
は
、
「農
地
」
と

「
緑
地
」
と
ミ
ヤ
コ
意
識

の
関
係
で
あ
る
。

、・・
ヤ
コ
の
イ
ナ
カ
に
対
す
る
文
化
的
洗
練

に
お
け
る
優
越
意
識
は
、

ミ
ヤ
コ
人

の
イ
ナ
カ
人
に
対
す
る
差
別
意
識

で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、
差
別
意
識
と
は

人

の
人
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
「農
地

」
は
人
々
の
労
働

の
場

で
あ
り
、
「農

地
」

に
対
す
る
差
別
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

「農
地
」
で
労
働
す
る
人
々
に
対

す
る
差
別
で
あ

っ
た
。
ミ
ヤ

コ
人
で
あ
る
こ
と
の

「誇
り
」
の
裏
返
し
が
、
こ

の
よ
う
な
イ
ナ
カ
人

へ
の
優
越
意
識
と
な

り
、

ひ
い
て
は
イ
ナ
カ
人

の
労
働
の

場
で
あ

る

「農
地
」

へ
の
無
視
と
な

っ
て
結
晶
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「農
地
」
は
地
図

の
上
で
は
著
し
く
無
視
さ
れ
た
存
在

で
あ

っ

ほ
と
り

た
。
し
か
し
、
ミ
ヤ

コ
京
都

の

「
辺
」
に
そ
れ
は
実
在
し
た
ゆ
近
世

の
京
都
図

で

「著
し
く
縮
小
」
さ
れ
て
い
た

「農
地
」
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
期

に
か
け

て
京
都
が
都
市
化

の
た
め
に
膨
張
す

る
に
し
た
が

っ
て
、
じ

ょ
じ

ょ
に

「洛

中
」
化

せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
「洛
中
」

に

「農
地
」
を
取
り
込
ま
な

い
か

ぎ
り
、
近
代

の
京
都

の
発
展
の
余
地
は
な

か

っ
た
。
京
都

の
市
議
会
で
あ
る
議

員

は
、
ま
ず

「洛
中
」
を
拡
大
す
る
よ
り
も
、
「洛
中
」
に
あ
る

「農
地
」
を

排
除
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
「肥
臭
イ
所
ノ
田
園
水
田
ヲ
京

都
市

ノ
内

二
残

シ
テ
ア
ル
ト
云

フ
コ
ト

ハ
、
如
何

二
京

二
田
舎

ア
リ
ト
雖

モ
モ

ウ
少

シ
我
々

ハ
都
市

二
就

テ
真
面
目

二
研
究
致

シ
タ
イ
モ
ノ
デ

ア
リ

マ
ス
」
。

一
方
、
「緑
地
」
は
た
と
え
そ
こ
に
人
が
い
た
と
し
て
も
、
み
ど
り
な
す
風

〔
、・・
ヤ

コ
空

間

の
概

念

図

〕
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景

の

一
部
と
し
て
の
人

で
あ
り
、
人
は

「緑
地
」

の
主
要
な
構
成
要
素
で
は
な

い
。
「緑
地
」
と
い
う

「
洛
外
」
は
ミ
ヤ

コ
意
識

に
と

っ
て
価
値
中
立
的
な
空

間

で
あ
る
。

い
な
、
密
集
し
た

「洛
中
」

に
す
ま
う
ミ
ヤ
コ
人

に
と

っ
て
、
自

然

に
満
ち
た

「緑
地
」
と
い
う

「洛
外
」
は
不
可
欠
な
存
在

で
あ

っ
た
。
「洛

中
」

の
生
活

は
、
「洛
外
」

の
自
然

の
中

で
の
行
楽

・
遊
興
と
バ
ラ
ソ
ス
を
と

る
こ
と
で
は
じ

め
て
可
能

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
結
局
、
「緑
地
」
と

い
う

「洛
外
」
と
ミ
ヤ
コ
人

の
日
常
生
活

の
場
と

し
て
の

「洛
中
」

の
間
に
あ

っ
て
、

「農
地
」
は
近
世

の
京
都

の
ミ
ヤ
コ
意

識
の
な
か
に
占

め
る
位
置
を
見

い
だ
せ

ず
、

ミ
ヤ
コ
の
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
以
上
の
議

論
を
、

ミ
ヤ
コ
空
間

の
概
念
図
と
し
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

京都図の思想
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〔図 〕1

〔図2〕
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京都図の思想

〔図3〕
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〔図4〕
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京都図の思想

〔図5〕
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〔図6〕
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京都図の思想

〔図7〕

85



〔図8〕



京都図の思想

〔図9〕
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