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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
陵
墓
に
指
定
さ
れ
た
古
墳
の
実
態
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

し

宮
内
庁
と
し
て
は
、
陵
墓
や
陵
墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
皇
室
と
国
民

の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
静
安
と
尊
厳
の
保
持
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

御
指
摘
の
ト
レ
ン
チ
の
設
定
を
含
め
、
部
外
者
に
陵
墓
を
発
掘
さ
せ
た
り
、
立
ち
入
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
厳
に
慎
む
べ

き
こ
と
と
考
え
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「
古
代
史
解
明
の
た
め
の
障
害
」
が
生
じ
な
い
よ
う
、
学
術
研
究
上
の
要
請
に
こ
た

え
る
た
め
、
陵
墓
や
陵
墓
参
考
地
の
本
義
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
保
全
工
事
に
伴
う
調
査
の
際
の
見
学
の

実
施
や
調
査
結
果
の
公
表
等
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
三
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
古
代
の
皇
室
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と

「
日
本
書
紀
」
等
に
よ
れ
ば
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
孝
霊
天
皇
の
皇
女
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

一



こ
う

倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
の
薨
去
月
日
に
つ
い
て
は
、
明
確
で
は
な
い
。

ま
た
、
宮
内
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
箸
墓
古
墳
」
を
含
め
、
陵
墓
に
お
い
て
は
、
皇
室
に
よ
り
、
関
係
者
が
参
列
の

し
ん

上
、
例
祭
、
式
年
祭
及
び
正
辰
祭
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

祭
祀
に
要
す
る
経
費
は
内
廷
費
か
ら
支
出
し
て
い
る
。
内
廷
費
に
つ
い
て
は
、
御
手
元
金
と
し
て
宮
内
庁
の
経
理
に
属
す

る
公
金
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
使
途
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
祭
祀
の
前
後
に
行
わ
れ
る
陵
墓
の
清
掃
等
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
宮
廷
費
か
ら
陵
墓
の
管
理
一
般
に
属
す
る
費
用

と
し
て
支
出
し
て
お
り
、
当
該
経
費
の
み
を
取
り
出
し
て
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
八
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
の
陵
墓
調
査
官
は
、
陵
墓
の
管
理
上
、
必
要
に
応
じ
て
墳
頂
部
へ
も
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
る
。

（
九
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
測
量
図
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
が
、
当
該
測
量
図
に
示
さ
れ
た
「
斜
め
に
走
る
線
」

が
「
通
路
」
又
は
「
生
活
用
道
路
」
で
あ
っ
た
か
否
か
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二



ま
た
、
御
指
摘
の
「
垣
根
」
の
設
置
時
期
等
は
確
認
で
き
な
い
。

（
十
）
及
び
（
十
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
は
、
御
指
摘
の
「
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
」
の
保
全
工
事
に
先
立
ち
、
宮
内
庁
が
調
査
を
計
画
し
、
堺
市
に

ご
う

連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
堺
市
も
時
期
を
合
わ
せ
て
宮
内
庁
の
管
理
地
外
で
あ
る
周
濠
部
分
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。

ま
た
、
宮
内
庁
と
し
て
は
、
堺
市
に
よ
る
調
査
現
場
の
一
般
公
開
は
、
堺
市
の
調
査
現
場
を
公
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
が
、
宮
内
庁
の
調
査
現
場
の
一
般
公
開
は
行
っ
て
い
な
い
。

す
そ

ト
レ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、
墳
丘
裾
部
に
多
数
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
末
を
目
途
に
「
書
陵
部

紀
要
」
に
お
い
て
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
、
都
市
防
災
上
の
観
点
に
よ
り
必
要
不
可
欠
か
つ
緊
急
性
の
あ
る
陵

墓
立
入
調
査
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
静
安
と
尊
厳
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

ま
た
、
各
陵
墓
の
測
量
図
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
年
次
計
画
を
立
案
し
、
順
次
実
施
中
で
あ
る
。

三



（
十
三
）
に
つ
い
て

み
し
ま
の

御
指
摘
の
「
太
田
茶
臼
山
古
墳
」
、
「
西
殿
塚
古
墳
」
及
び
「
市
庭
古
墳
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
六
代
継
体
天
皇
三
嶋

あ
い
の
の
み
さ
さ
ぎ

た

し

ら

か

ふ
す
ま
だ
の
み
さ
さ
ぎ

へ
い
ぜ
い

や
ま
も
も
の
み
さ
さ
ぎ

藍
野
陵
、
同
皇
后
手
白
香
皇
女

衾
田
陵

及
び
第
五
十
一
代
平
城
天
皇

楊
梅
陵
と
し
て
治
定
し
て
い
る
。

宮
内
庁
と
し
て
は
、
陵
墓
の
治
定
を
覆
す
に
足
る
陵
誌
銘
等
の
確
実
な
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
も
の
を
維

持
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

（
十
四
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
が
古
代
高
塚
式
の
陵
墓
又
は
陵
墓
参
考
地
と
し
て
管
理
し
て
い
る
も
の
は
、
百
二
十
一
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
と
し
て
被
葬
者
を
治
定
し
て
お

り
、
被
葬
者
を
特
定
す
る
だ
け
の
確
た
る
史
料
が
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
文
献
等
か
ら
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
陵
墓
参
考
地
と
し
て
い
る
。

（
十
五
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
に
お
い
て
は
、
陵
墓
に
関
す
る
調
査
・
考
証
の
た
め
、
必
要
な
遺
物
を
所
蔵
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
学
術
研
究
上
の
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
、
宮
内
庁
内
で
の
展
示
、
博
物
館
等
へ
の
貸
出

四



し
、
研
究
者
の
調
査
受
入
れ
等
に
努
め
て
お
り
、
文
化
庁
や
地
方
公
共
団
体
に
管
理
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
十
六
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

も
ず
の
み
み
は
ら
の
な
か
の
み
さ
さ
ぎ

御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
は
、
第
十
六
代
仁
徳
天
皇
百
舌
鳥
耳
原
中
陵
と
し
て
治
定
さ
れ
て
い
る
。

（
十
七
）
に
つ
い
て

明
治
五
年
当
時
に
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
に
つ
い
て
学
術
的
な
調
査
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
等
の
陵
墓
に
対
す
る
学
術
的
な
調
査
に
つ
い
て
は
、
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続

し
て
行
わ
れ
、
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
国
民
感
情
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
情
を

踏
ま
え
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
甲
冑
や
ガ
ラ
ス
容
器
な
ど
」
の
所
蔵
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

（
十
八
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
」
遺

物
は
、
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
の
異
説
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五



（
十
九
）
及
び
（
二
十
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
」
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
に
歴
代
皇
后
等
の
陵
墓
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
陵
墓
参
考

地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「
今
の
よ
う
な
区
域
に
設
定
さ
れ
た
経
緯
」
は
不
明
で
あ
り
、
出
土
品
に
つ
い
て
は
、
宮

内
省
時
代
か
ら
引
き
続
き
管
理
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
十
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
長
持
形
石
棺
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
「
図
説
日
本
の
史
跡
」
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
史
跡
研
究
会
監
修
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
記
述
に
基
づ
き
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
十
二
）
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
石
室
及
び
石
棺
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
十
分
に
保
存
す
る
た
め
に
は
現
状
の
ま
ま
と
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
当
該
石
室
及
び
石
棺
に
つ
い
て
は
、
発
見
当
時
に
学
術
調
査
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
学
会
誌
等
で
公
表
さ
れ
、
活

用
が
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
三
）
に
つ
い
て

六



御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
」
か
ら
出
土
し
た
朱
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
で
所
蔵
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
出
土
状
況
や

大
量
の
朱
を
副
葬
し
た
目
的
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
二
十
四
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
」
か
ら
出
土
し
た
朱
は
約
十
三
リ
ッ
ト
ル
で
あ
り
、
書
陵
部
庁
舎
の
専
用
収
蔵
庫
の
木
箱
に

収
め
て
保
管
し
て
い
る
が
、
朱
の
科
学
分
析
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

（
二
十
五
）
及
び
（
二
十
六
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
」
の
史
跡
指
定
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日
の
文
化
財
保
護
審
議
会
答
申

を
受
け
て
、
昭
和
三
十
三
年
一
月
二
十
一
日
に
告
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
史
跡
指
定
範
囲
に
つ
い
て
は
、
範
囲
を
決
定

し
た
根
拠
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
内
堤
及
び
外
濠
・
外
堤
に
想
定
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
や
藤
井
寺

市
教
育
委
員
会
が
開
発
行
為
に
伴
う
事
前
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
今
後
、
こ

れ
ら
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
土
地
所
有
者
等
の
財
産
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
史
跡
へ
の
追
加
指
定
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き

も
の
と
考
え
る
。

七



（
二
十
七
）
に
つ
い
て

史
跡
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
地
域
で
親
し
ま
れ
て
い
る
名
称
な
ど
、
当
該
史
跡
を
最
も
適
切
に
指
す
も
の
を
名
称
と
し
て

お
り
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
史
跡
の
名
称
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

（
二
十
八
）
に
つ
い
て

陵
墓
及
び
陵
墓
参
考
地
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
経
緯
が
あ
り
、現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は

ぜ

ま
た
、
周
濠
が
範
囲
か
ら
外
れ
て
い
る
陵
墓
の
例
は
な
い
が
、
陵
墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
（
東

百
舌
鳥
陵
墓
参
考
地
・
大
阪
府
堺
市
）
、
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
（
百
舌
鳥
陵
墓
参
考
地
・
大
阪
府
堺
市
）
、
ウ
ワ
ナ
ベ
古
墳

（
宇
和
奈
辺
陵
墓
参
考
地
・
奈
良
県
奈
良
市
）
、
コ
ナ
ベ
古
墳
（
小
奈
辺
陵
墓
参
考
地
・
奈
良
県
奈
良
市
）
等
の
例
が
あ
る
。

（
二
十
九
）
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
周
濠
部
分
も
含
め
て
、
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
地
方
公
共
団

体
に
よ
り
適
切
な
措
置
が
採
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

八


