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古
代
の
民
衆
の
負
担
の
一
つ
に

庸
と
い
う
税
が
あ
り
ま
す
。
和
訓

で
は
「
チ
カ
ラ
シ
ロ
」。「
チ
カ
ラ

の
た
め
の
も
の
」
も
し
く
は
「
チ

カ
ラ
の
代
わ
り
の
も
の
」
の
意
だ

ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
庸
は
、

賦
役
令
の
規
定
に
よ
る
と
成
人
男

子
で
あ
る
正
丁
に
は
年
に
一
〇
日

間
の
中
央
政
府
の
も
と
で
働
く
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
の
代
納
物
と
し
て
一
丈

三
尺
の
麻
布
、
こ
の
長
さ
を
一
常

と
い
い
ま
し
た
の
で
、
一
丈
三
尺

の
常
布
を
二
枚
で
、
合
計
二
丈
六

尺
分
を
納
め
る
こ
と
が
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
古
代
の
場
合
、
租

税
は
す
べ
て
目
的
税
で
す
の
で
、

調
は
大
蔵
省
が
管
理
し
ま
す
が
、

庸
は
民
部
省
と
い
う
役
所
が
管
理

し
ま
し
た
。
民
部
省
で
は
、
地
方

か
ら
上
番
し
た
衛
士
や
仕
丁
、
采

女
・
女
丁
な
ど
の
報
酬
に
庸
を
支

出
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
が

直
接
徴
発
し
た
都
の
周
辺
の
民
衆

へ
の
報
酬
（
雇
直
や
食
料
）
に
充

当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

庸
は
、
令
の
規
定
で
は
布
で
納

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
実
際
に
は
米
で
納
め
る
場
合

も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
米
と
い
っ

て
も
精
白
し
た
白
米
を
食
す
る
の

は
貴
族
だ
け
で
、
庸
米
は
精
白
し

て
い
な
い
玄
米
・
黒
米
で
し
た
。

備
中
の
庸
は
、
奈
良
時
代
で
は
米

が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ち
な
み
に
、
哲
多
郡
の
場
合

も
平
城
で
発
見
さ
れ
る
も
の
は
庸

米
の
木
簡
で
す
。

　

こ
の
庸
米
は
、
一
俵
単
位
で
納

め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
俵

の
量
は
奈
良
時
代
の
は
じ
め
に
は
、

六
斗
も
し
く
は
五
斗
八
升
の
も
の

が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
庸
米
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、

六
斗
と
五
斗
八
升
の
も
の
が
あ
る

の
で
す
が
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
仕

丁
へ
の
米
の
支
給
額
が
一
日
に
二

升
で
あ
り
、
こ
れ
に
当
時
は
陰
暦

を
使
用
し
ま
し
た
の
で
、
大
の
月

の
三
〇
日
分
を
か
け
た
も
の
が
六

斗
、
小
の
月
の
二
九
日
分
を
か
け

た
も
の
が
五
斗
八
升
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
仕
丁
へ
の
一
ヶ
月
単
位

の
支
給
に
便
利
な
よ
う
に
ま
と
め

て
貢
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

仕
丁
の
和
訓
は
「
ツ
カ
ヘ
ノ
ヨ

ボ
ロ
」
で
あ
り
、「
ヨ
ボ
ロ
」
と

は
身
体
を
使
っ
て
奉
仕
役
を
負
担

す
る
人
を
表
現
す
る
和
語
で
す
が
、

中
央
・
地
方
の
出
先
機
関
に
関
係

な
く
、
王
権
に
対
し
て
奉
仕
す
る

一
般
の
人
々
を
指
し
ま
し
た
。
賦

役
令
の
仕
丁
条
に
は
「
凡
そ
、
仕

丁
は
五
十
戸
毎
に
二
人
〈
一
人
を

以
て 
廝
丁 
に
充
て
よ
。〉。
三
年
に

か
し
わ
で

一
た
び
替
へ
よ
。
若
し
、
本
司
、

其
才
用
を
籍
り
、
仍
て
自
ら
替
る

を
願
は
ざ
る
者
は
聴
せ
。
其
れ
女

丁
は
、
大
国
四
人
。
上
国
三
人
。

中
国
二
人
。
下
国
一
人
」
と
あ
り
、

律
令
制
下
に
は
、
五
〇
戸
あ
た
り

す
な
わ
ち
一
郷
（
里
）
で
二
人
が

中
央
に
の
ぼ
り
、
宮
廷
や
政
庁
な

ど
で
さ
ま
ざ
ま
な
雑
役
に
従
事
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
中

央
で
は
仕
丁
は
、
中
央
の
役
所
の

雑
役
に
従
事
し
た
り
（
直
丁
）、

山
野
で
駈
使
さ
れ
た
り（
駈
使
丁
）

し
た
ほ
か
に
、
宮
都
や
寺
院
の
造

営
に
も
駆
り
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
身
役
は
、
律
令
制
以

前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
、
元
来

は
ヤ
マ
ト
の
王
権
に
服
属
し
た
在

地
の
集
団
が
身
役
に
よ
る
奉
仕
を

負
担
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
ま

す
。
在
地
の
集
団
は
、
中
央
に
出

仕
し
た
も
の
に
対
し
て
仕
送
り
を

し
て
お
り
、
そ
う
し
た
仕
送
り
の

制
度
が
令
制
下
の
庸
に
流
れ
込
み
、

庸
の
ひ
と
つ
の
構
成
要
素
に
な
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た

だ
令
制
下
に
は
こ
う
し
た
仕
丁
へ

の
仕
送
り
と
し
て
の
庸
だ
け
で
は

な
く
、
雇
役
な
ど
政
府
が
対
価
を

支
払
っ
て
雇
用
す
る
人
々
の
財
源

に
も
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。庸
の
布
は
、ま
さ
に
そ
う
い
っ

た
雇
用
の
た
め
の
現
物
貨
幣
そ
の

も
の
で
す
の
で
、
律
令
制
下
の
庸

に
つ
い
て
は
、
二
重
の
性
格
を
評

価
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

哲
多
郡
の
場
合
、
庸
米
の
木
簡

が
出
土
し
て
い
る
の
で
す
が
、『
類

聚
国
史
』に
納
め
ら
れ
て
い
る『
日

本
後
紀
』
逸
文
の
弘
仁
七
年
（
八

一
六
）
八
月
癸
丑
条
に
「
勅
す
ら

く
。
玄
賓
法
師
、
備
中
国
哲
多
郡

に
住
ま
う
。
苦
行
日
久
し
く
、
利

益
称
す
べ
し
。
宜
し
く
法
師
が
存

生
の
時
間
、
彼
の
郡
の
庸
は
、
米

を
停
め
て
鉄
を
進
れ
。
以
て
民
費

を
省
か
ん
」
と
い
う
記
事
が
み
え

ま
す
。
玄
賓
法
師
は
謎
の
多
い
人

物
で
す
が
、
伝
承
に
よ
る
と
元
来

は
興
福
寺
の
僧
で
あ
っ
た
が
伯
耆

や
備
中
に
隠
棲
し
た
と
さ
れ
る
人

で
す
。『
日
本
後
紀
』
の
逸
文
と

考
え
ら
れ
る
『
日
本
紀
略
』
の
弘

仁
九
年
（
八
一
八
）
六
月
己
巳
条

に
は
「
伝
燈
大
法
師
玄
賓
卒
す
。

春
秋
八
十
有
余
」
と
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
玄
賓

に
下
さ
れ
た
詔
が
空
海
の
遍
照
発

揮
性
霊
集
に
も
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

玄
賓
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
ふ
れ
ま
せ
ん
が
、
弘
仁

七
年
の
記
事
に
哲
多
郡
の
庸
が
法

師
の
存
世
中
、
米
か
ら
鉄
に
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
哲
多
郡

で
は
鉄
も
産
出
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
古
代

の
鉄
生
産
の
具
体
的
な
在
り
方
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
原
料
の

採
取
、
燃
料
の
調
達
、
鉄
生
産
労

働
の
季
節
性
や
専
業
性
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
今
後
の
課
題
で
あ
り
ま
す
が
、

古
代
哲
多
郡
の
諸
生
業
を
考
え
る

上
で
、
重
要
な
史
料
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
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