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浜
松
市
が「
銅
鐸
の
ま
ち
」で
あ

る
こ
と
を
、皆
さ
ん
は
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
？
実
は
、浜
松
市
は
全

国
的
に
見
て
も
銅
鐸
の
出
土
が
多

い
地
域
で
、完
全
な
形
の
も
の
だ
け

で
も
十
九
点
も
の
銅
鐸
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
弥
生
時
代

後
期（
今
か
ら
お
よ
そ
二
千
年
前
〜

千
九
百
年
前
）の
も
の
で
す
。

　
銅
鐸
は
弥
生
時
代
を
代
表
す
る

青
銅
器
で
す
。上
部
に
付
い
た
つ
り

手
で
つ
り
下
げ
、音
を
鳴
ら
す
ベ

ル
で
、中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と
伝

わ
っ
た
銅ど

う
れ
い鈴
が
元
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。時
代
が
下
る
に

つ
れ
次
第
に
巨
大
化
し
、見
せ
る
こ

と
で
神
々
し
さ
を
示
す
も
の
へ
と

変
わ
り
ま
し
た
。

　
浜
松
市
で
出
土
し
た
銅
鐸
と
出

会
え
る
場
所
が
、姫
街
道
と
銅
鐸
の

歴
史
民
俗
資
料
館（
北
区
細
江
町
気

賀
）で
す
。こ
の
資
料
館
の
展
示
の

魅
力
は
、複
製
品
も
含
め
て
八
つ
も

の
銅
鐸
を
見
比
べ
ら
れ
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。銅
鐸
の
つ
り
手
に
注
目

す
る
と
、渦
巻
き
模
様
を
二
つ
く
っ

つ
け
た
よ
う
な
形
の
飾
り
耳
が
付

い
て
い
る
も
の
と
、付
い
て
い
な
い
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銅ど
う
た
く鐸
の
ま
ち
、浜
松

連
載

も
の
が
あ
り
ま
す
。大
ま
か
に
言
う

と
、飾
り
耳
が
あ
る
も
の
は
近き

ん
畿き

式し
き
、

飾
り
耳
の
な
い
も
の
は
三さ

ん
え
ん
し
き

遠
式
と

呼
ば
れ
る
種
類
で
す
。

　
浜
松
市
は
、た
だ
数
多
く
の
銅
鐸

が
見
つ
か
っ
た
場
所
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。浜
松
市

は
日
本
で
銅
鐸
が
分
布
す
る
地
域

の
中
で
は
お
お
む
ね
東
の
端
に
あ

た
り
、し
か
も
近
畿
式
と
三
遠
式
の

両
方
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
の

地
域
に
住
ん
で
い
た
弥
生
時
代
の

人
々
は
、さ
ま
ざ
ま
な
地
域
と
独
自

の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
て
、異
な

る
種
類
の
銅
鐸
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
な
の
で
す
。

　
銅
鐸
は
弥
生
時
代
の
う
ち
に
、人

里
離
れ
た
丘
陵
の
斜
面
に
埋
め
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

理
由
は
明
ら
か
で
な
く
、銅
鐸
を
め

ぐ
る
謎
の
一
つ
で
す
。そ
の
様
子
が

よ
く
わ
か
る
場
所
が
、滝た

き
み
ね峯
の
谷
に

あ
る
銅
鐸
公
園（
北
区
細
江
町
中

川
）で
す
。滝
峯
の
谷
で
は
六
点
の

銅
鐸
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、そ

の
中
で
も
滝た

き
み
ね峯
才さ
い

四し

郎ろ
う

谷や

銅
鐸
は
、

学
術
的
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
貴
重

な
例
で
す
。現
地
は
出
土
し
た
時
の

様
子
が
レ
プ
リ
カ
で
再
現
さ
れ
て

い
ま
す
。弥
生
時
代
の
人
々
は
ど
ん

な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
こ
の
谷
に

や
っ
て
来
て
、貴
重
な
銅
鐸
を
土
に

横
た
え
、埋
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

思
い
を
は
せ
て
み
る
の
も
良
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
（
文：浜
松
市
文
化
財
課
）
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