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※七道：古代日本の律令制における地方行政区画。東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道の7つを指す。

リ
ア
リ
ズ
ム
と
日
本
人

　
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は「
空
想
的
な
考
え
を

拝
し
、現
実
を
最
重
視
す
る
立
場
、現
実

主
義
」と
説
明
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
が
、

こ
の
国
の
現
在
か
ら「
現
実
を
最
重
視

す
る
考
え
方
」が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
感

が
否
め
な
い
。現
実
・
事
実
を
離
れ
て
は

ど
の
よ
う
な
政
策
仮
説
も
組
み
立
て
る

こ
と
が
で
き
な
い
。組
み
立
て
た
と
し
て

も
、そ
れ
は
実
際
に
は
適
用
で
き
な
い
砂

上
の
楼
閣
的
な
観
念
論
に
終
わ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を

獲
得
で
き
な
い
民
族
な
の
か
と
い
う
と
そ

れ
は
違
う
。見
事
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
っ

て
政
策
を
進
め
て
き
た「
輝
か
し
い
」と

も
形
容
で
き
る
歴
史
を
経
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。そ
の
い
く
つ
か
を
簡
単
に
紹
介

し
た
い
。

①
口
分
田
と
班
田
収
授
の
法

　
大
化
の
改
新
以
降
、人
々
に
耕
田
を
与

え
、そ
の
収
穫
の
一
部
を
税
収
す
る
と
い

う
口
分
田
の
貸
与
制
度
が
班
田
収
授
の

法
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、開
墾
地
の
私
有
権
を
少
し
ず

つ
認
め
る
な
ど
し
て
い
る
う
ち
に
、ほ
と

ん
ど
の
土
地
が
私
有
化
さ
れ
て
八
〇
〇

年
頃
に
は
、こ
の
制
度
は
消
滅
し
て
荘
園

の
時
代
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
こ
で
の
紹
介
は
、口
分
田
開
発
の
徹

底
ぶ
り
で
あ
る
。当
時
の
朝
廷
の
勢
力
の

お
よ
ぶ
全
国
の
平
地
と
い
う
平
地
を
口

分
田
開
発
し
た
が
、こ
れ
は
当
時
の
政
権

権
力
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

今
日
で
は
、圃
場
整
備
等
で
区
画
が
失
わ

れ
た
と
こ
ろ
も
多
い
が
、痕
跡
を
と
ど
め

て
い
る
地
域
も
結
構
あ
る
。

　
あ
わ
せ
て
※
七し

ち
ど
う道
官
道
整
備
も
行
わ

れ
、最
近
の
開
発
で
広
幅
員
で
直
線
性
豊

か
な
道
路
の
遺
跡
が
多
数
発
見
さ
れ
て

い
る
。わ
が
国
の
口
分
田
は
ほ
と
ん
ど
が

水
田
利
用
で
あ
っ
た
か
ら
、大
規
模
な
土

木
工
事
に
よ
り
完
全
に
水
平
に
す
る
区

画
の
整
理
と
水
路
整
備
が
な
さ
れ
な
い

と
区
画
は
水
田
と
し
て
利
用
で
き
な
い
。

　
こ
れ
を
当
時
の
日
本
人
は
全
国
規
模

で
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。官
道
と
口
分

田
整
備
の
歴
史
を
見
る
と
、当
時
の
人
々

の
技
術
力
と
実
行
力
と
い
う
リ
ア
リ
ズ

ム
の
高
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

②
元
寇

　
こ
こ
で
の
紹
介
は
、最
初
の
蒙
古
軍
襲

来
の
文
永
の
役（
一
二
七
四
年
）の
後
に

備
え
て
建
設
さ
れ
た
元
寇
防
塁
で
あ
る
。

二
度
目
の
襲
来
で
あ
る
弘
安
の
役（
一
二

八
一
年
）で
は
、約
五
五
万
人
も
の
動
員

を
か
け
て
蒙
古
軍
は
日
本
を
襲
っ
た
が
、

幕
府
が
海
岸
に
整
備
し
た
防
塁（
石
築

地
）が
大
い
に
役
立
っ
て
撃
退
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
こ
こ
に
も
し
先
の
大
戦
時
の
よ
う
な

リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
精
神
論
や
観
念

論
が
は
び
こ
っ
て
い
た
の
な
ら
、そ
の
後

の
歴
史
は
と
ん
で
も
な
く
違
っ
た
も
の
に

な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。鎌
倉
武
士
の
リ
ア

リ
ズ
ム
の
高
さ
に
後
世
の
わ
れ
わ
れ
は

感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ア
リ
ズ
ム
の

獲
得
と
喪
失

①
明
治
初
期
と
日
露
戦
争
ま
で

　
司
馬
遼
太
郎
は
明
治
初
期
の
政
治
に

つ
い
て「
す
べ
て
の
政
策
に
お
い
て
成
功

し
た
」旨
の
発
言
を
し
て
い
る
が
、地
租

改
正
に
お
い
て
土
地
保
有
理
念
の
中
に

「
公
へ
の
優
先
概
念
」の
埋
込
み
に
失
敗

し
た
以
外
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、統

治
制
度
、教
育
制
度
、軍
政
、イ
ン
フ
ラ

整
備
な
ど
、平
成･

令
和
の
わ
れ
わ
れ
を

は
る
か
に
凌
駕
す
る
合
理
的
な
治
世
が

行
わ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、ア
ヘ
ン
戦

争
と
い
う
理
不
尽
な
言
い
が
か
り
に
敗

北
し
た
清
国
を
見
た
日
本
人
が
、植
民
地

化
の
恐
怖
に
対
し
て
強
烈
な
リ
ア
リ
ズ

ム
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、そ
れ
も
日
清
戦
争
に
勝
ち
日

露
戦
争
に
勝
利
す
る
と
、こ
の
小
国
が
に

わ
か
に
大
国
意
識
を
持
ち
始
め
、あ
っ
と

い
う
間
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
喪
失
し
て
い
っ

た
。

　
日
露
戦
争
後
の
日
比
谷
の
焼
き
討
ち

事
件
で
輪
転
機
を
破
壊
さ
れ
た
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
は
そ
の
後
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ま
っ
た

く
無
縁
と
な
り
、軍
と
大
衆
に
迎
合
す
る

こ
と
の
み
を
考
え
て
米
英
中
と
の
戦
争

を
煽
り
続
け
、最
後
に
は
日
本
は
三
〇
〇

万
人
の
命
を
失
い
国
家
を
喪
失
す
る
と

こ
ろ
ま
で
駆
け
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

②
戦
後
復
興
と
経
済
成
長

　
リ
ア
リ
ズ
ム
を
失
う
と
国
を
失
う
こ

と
を
知
っ
た
戦
後
政
治
は
、再
び
完
璧
に

リ
ア
リ
ズ
ム
を
回
復
し
、戦
後
復
興
か
ら

高
度
経
済
成
長
に
至
る
政
策
を
見
事
に

立
案
し
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ

た
。

　
と
こ
ろ
が「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
」な
ど
と
言
わ
れ
て
浮
か
れ
て

い
る
う
ち
に
、バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
て

リ
ア
リ
ズ
ム
を
喪
失
す
る
と
、一
九
九
五

年
に
ア
メ
リ
カ
の
経
済
規
模
の
七
〇
％

に
ま
で
肉
薄
し
世
界
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

約
一
七
・
五
％
を
占
め
た
の
を
ピ
ー
ク

に
、下
り
の
坂
路
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
転
落

し
て
い
っ
た
。

　
田
中
角
栄
氏
が「
戦
前
を
知
ら
な
い

政
治
家
ば
か
り
に
な
る
と
大
変
な
こ
と

に
な
る
」と
述
べ
た
の
は
、政
治
が
リ
ア

リ
ズ
ム
を
失
う
と
観
念
論
政
治
に
落
ち

て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。案
の

定
、一
九
九
五
年
の
財
政
危
機
宣
言
以

降
、「
構
造
改
革
」と
い
う
中
身
の
な
い

バ
ズ
ワ
ー
ド
を
振
り
か
ざ
し
、世
界
的
に

も
歴
史
的
に
も
一
例
も
な
い「
通
貨
発

行
権
と
い
う
通
貨
主
権
を
持
つ
国
が
財

政
破
綻
す
る
」と
い
う
ま
っ
た
く
リ
ア
リ

テ
ィ
の
な
い
観
念
に
振
り
回
さ
れ
た
年

月
を
経
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
間
一
貫
し
て
日
本
国
民

は
貧
困
化
し
て
い
っ
た
の
だ
。こ
こ
で
も

戦
前
と
ま
っ
た
く
同
様
に
す
べ
て
の
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
路
線
を
主
導
し
て
き
た

の
だ
っ
た
。

　
戦
前
と
同
じ
よ
う
に
、「
全
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
が
一
致
し
て
財
務
省
の
誘
導
通

り
の『
財
政
再
建
至
上
主
義
』『
財
政
破

綻
論
』を
繰
り
返
し
て
き
た
」の
で
あ

る
。戦
前
の「
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
が
一

致
し
て
軍
の
意
を
汲
ん
で
大
衆
を
煽
り
、

暴ぼ
う

支し

膺よ
う
ち
ょ
う

懲
・
鬼
畜
米
英
と
叫
ん
だ
」の
と

寸
分
違
わ
な
い
構
図
で
あ
る
。

　「
先
進
国
で
唯
一
貧
困
化
を
続
け
る

日
本
人（
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
を
先
進

国
と
形
容
す
る
他
国
は
皆
無
に
な
る
だ

ろ
う
）」「
世
界
で
唯
一
ま
っ
た
く
経
済

成
長
し
な
い
先
進
国
」｢

世
界
で
唯
一
三

〇
年
前
の
税
収
と
変
わ
ら
な
い
税
収
し

か
上
が
ら
な
い
国
」、こ
れ
ら
は
す
べ
て

財
政
の
破
綻
の
懸
念
は
な
い
の
に
、ま

た
、デ
フ
レ
で
民
間
投
資
が
細
っ
て
い
る

の
に
、政
府
ま
で
も
が
支
出
を
惜
し
ん
で

き
た
た
め
に
生
じ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。今
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
再
び
リ
ア
リ

ズ
ム
を
取
り
戻
せ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る

の
だ
。

　
こ
の
二
〇
年
間
、日
本
以
外
の
Ｇ
７
の

国
で
イ
ン
フ
ラ
投
資
の
重
要
性
を
語
ら

な
か
っ
た
首
脳
は
皆
無
な
の
だ
が
、日
本

で
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
必
要
性
を
主
張

し
た
政
界
幹
部
は
、こ
れ
も
皆
無
な
の
で

あ
る
。
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