
第36回

古代中国の貨幣

昭
和
57
年
に
岩
川
小
学
校
の
児
童
が

中
馬
場
通
り
で
偶
然
採
集
し
た
も

の
で
、
県
文
化
財
課
の
鑑
定
に
よ
り
古
代
中

国
の
貨
幣
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

採
集
さ
れ
た
貨
幣
は
「
貨か

 
せ
ん泉

」
と
呼
ば
れ

る
円え

ん

形け
い

方ほ
う

孔こ
う

の
銅ど

う

銭せ
ん

で
、
古
代
中
国
の
前ぜ

ん

漢か
ん

と
後ご

漢か
ん

の
間
に
15
年
間
の
み
興お

こ

っ
た
、
新し

ん

時

代
（
Ｂ
Ｃ
８

※
１

～
Ａ
Ｄ
23
年

※
２

）
の
天て

ん

鳳ぽ
う

１

年（
Ａ
Ｄ
14
）に
鋳ち

ゅ
う

造ぞ
う

が
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。

ま
た
貨
泉
は
新
が
滅
亡
し
た
後
の
後
漢
時
代

に
も
使
用
さ
れ
続
け
、
ト
ー
タ
ル
の
鋳
造
年

間
は
54
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
採
集
さ
れ
た

貨
泉
は
一
部
が
欠
損
し
て
い
ま
す
が
、
最
大

径
は
２
．
３
５
㌢
、
重
量
は
1.2
㌘
、
正
面
右

側
に
「
貨
」、
左
側
に
「
泉
」
と
鋳
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
は
サ
ビ
や
汚
れ
に
よ
り
劣
化

し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
技
術
の
高
さ
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

貨
泉
が
鋳
造
さ
れ
始
め
た
頃
の
日
本
は
、

弥
生
時
代
中
期
後
半
に
該
当
し
ま
す
。
福
岡

県
糸
島
市
志し

摩ま

御み

床と
こ

松ま
つ

原ば
ら

の
砂
丘
で
考
古
学

者
の
中
山
平
次
郎
博
士
に
よ
り
採
集
さ
れ
、

弥
生
土
器
に
共
伴
す
る
も
の
と
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
鋳
造
さ
れ
た
年
代
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
た
め
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
場
合
、
共

伴
す
る
遺
物
の
年
代
を
よ
り
正
確
に
検
証
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
徐
々

に
出
土
例
が
増
え
、
弥
生
土
器
の
時
間
的
な
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研
究
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

弥
生
時
代
の
日
本
に
は
貨
幣
経
済
が
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島

を
経
由
し
て
、
交
易
品
や
威い

信し
ん

財ざ
い

、
青
銅
器

の
材
料
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

岩
川
で
採
集
さ
れ
た
貨
泉
は
と
て
も
貴
重

な
発
見
で
あ
り
、
採
集
地
点
の
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
付
近
は
宅
地
造
成
が
進
み
昔

の
地
形
を
と
ど
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
弥
生
時

代
に
該
当
す
る
地
層
の
残
存
も
な
く
、
詳
し

い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
弥
生
時

代
に
交
易
品
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
か
、

後
の
世
の
古
銭
コ
レ
ク
タ
ー
が
落
と
し
て
し

ま
っ
た
も
の
か
…
、
不
思
議
な
ル
ー
ツ
を
持

つ
遺
物
で
す
。

【
ア
ク
セ
ス
】

実
物
は
大
隅
郷
土
館
に
展
示

曽
於
市
大
隅
町
中
之
内
９
１
４
６
番
地

古代中国の貨幣「貨泉」
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後
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