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陵
墓
に
指
定
さ
れ
た
古
墳
の
実
態
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

宮
内
庁
に
よ
っ
て
陵
墓
（
陵
墓
参
考
地
を
含
む
、
以
下
同
じ
）
に
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
実
態
に
つ
い
て
六
月
二
十
九
日
に
質

問
主
意
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
の
内
容
は
考
古
学
の
調
査
知
見
か
ら
著
し
く
乖

離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
化
財
保
護
の
上
か
ら
も
適
切
な
も
の
と
は
考
え
が
た
い
内
容
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）

学
術
的
観
点
か
ら
陵
墓
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
古
代
東
ア
ジ
ア
全
体
の
歴
史
や
文
化
、
外
交
の

実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
寄
与
す
る
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
か
。

（
二
）

奈
良
県
桜
井
市
の
箸
墓
古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
巨
大
前
方
後
円
墳
の
多
く
が
宮
内
庁
に
よ
っ
て
陵
墓
と
さ
れ
調
査
が

自
由
に
で
き
な
い
こ
と
は
、
古
代
史
解
明
の
た
め
の
情
報
を
包
蔵
す
る
歴
史
資
料
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
状
況

に
あ
り
、
学
術
研
究
の
進
展
を
妨
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

陵
墓
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
に
は
、
皇
室
の
静
安
と
尊
厳
が
保
持
で
き
な
い
も
の
や
、
皇
室
の
起

源
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
が
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

（
四
）

宮
内
庁
に
よ
れ
ば
、
古
墳
に
葬
ら
れ
て
い
る
古
代
の
皇
室
の
歴
史
に
つ
い
て
「
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
」
と
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し
て
い
る
が
、
最
も
古
く
考
え
る
説
と
最
も
新
し
く
考
え
る
説
の
内
容
を
、
そ
の
提
唱
者
と
と
も
に
詳
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
五
）

宮
内
庁
に
よ
れ
ば
、
箸
墓
古
墳
に
は
考
霊
天
皇
の
娘
・
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
の
か
。
諸
説
が
あ
っ
て
一

概
に
答
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
最
も
古
い
考
え
と
最
も
新
し
い
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

（
六
）

皇
室
に
よ
る
陵
墓
の
祭
祀
は
神
道
の
形
式
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
皇
室
に
よ
る
陵
墓
の
祭
祀
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
か
。
古
代
か
ら
連
綿
と
続
い
て
い
る
も
の
か
。
あ
る

い
は
、
幕
末
〜
明
治
期
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
か
。

（
七
）

陵
墓
の
祭
祀
は
古
墳
に
お
い
て
行
う
の
か
、
皇
居
内
の
皇
霊
殿
で
行
う
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
両
方
で
行
う
の

か
。ま

た
、
皇
室
に
よ
る
陵
墓
の
祭
祀
に
お
い
て
参
列
す
る
関
係
者
と
は
、
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
八
）

陵
墓
は
国
有
財
産
法
上
、
皇
室
用
財
産
と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
皇
室
の
私
有
財
産
で
は
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な
い
と
い
う
認
識
で
よ
い
か
。
陵
墓
が
皇
室
の
私
有
財
産
で
な
い
の
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
陵
墓
の
祭
祀
に
要

す
る
経
費
を
天
皇
家
の
私
的
費
用
で
あ
る
内
廷
費
か
ら
支
出
し
て
い
る
の
か
。

（
九
）

祭
祀
の
前
後
に
行
う
陵
墓
の
清
掃
経
費
を
、
皇
室
費
予
算
の
う
ち
皇
室
の
公
的
活
動
の
た
め
の
宮
廷
費
か
ら
支
出
し

て
い
る
が
、
政
教
分
離
の
原
則
を
定
め
た
憲
法
二
〇
条
と
の
関
係
で
ど
う
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
。

（
十
）

答
弁
書
で
は
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
「
薨
去
月
日
に
つ
い
て
は
、
明
確
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
な

ぜ
九
月
一
日
を
「
ご
命
日
」
と
し
て
箸
墓
古
墳
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

（
十
一
）

昨
年
実
施
し
た
堺
市
の
陵
墓
参
考
地
・
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
発
掘
調
査
現
場
の
う
ち
、
宮
内
庁
の
調
査
現
場
を

一
般
の
見
学
者
に
公
開
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
十
二
）

百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
は
、
宮
内
庁
と
堺
市
双
方
の
調
査
員
や
作
業
員
が
、
宮
内
庁
が
陵
墓
参
考
地
と
し
て

管
理
し
て
い
る
部
分
で
も
双
方
が
情
報
を
交
換
し
な
が
ら
共
同
で
進
め
た
の
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
墳
丘
や
周
濠
に
設
定
し
た
ト
レ
ン
チ
の
土
層
観
察
や
実
測
は
、
共
通
の
認
識
の
も
と
共
同
で
作
業
し
な
け
れ

ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
十
三
）

百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
に
堺
市
と
宮
内
庁
が
設
定
し
た
詳
細
な
ト
レ
ン
チ
配
置
の
関
係
を
、
今
年
度
末
の
宮
内
庁
書
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陵
部
紀
要
の
発
行
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

（
十
四
）

大
山
古
墳
と
誉
田
御
廟
山
古
墳
に
つ
い
て
、
墳
丘
測
量
図
作
成
の
年
次
計
画
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
五
）

帝
室
林
野
庁
作
成
の
箸
墓
古
墳
の
測
量
図
に
表
さ
れ
て
い
る
、
後
円
部
に
引
か
れ
た
等
高
線
と
ほ
ぼ
垂
直
に
交

わ
っ
て
走
る
破
線
や
、
墳
丘
く
び
れ
部
を
斜
め
に
横
切
る
破
線
は
、
何
を
表
現
し
た
も
の
か
。

（
十
六
）

宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
の
陵
墓
調
査
室
に
は
、
陵
墓
調
査
官
を
は
じ
め
研
究
職
職
員
を
複
数
配
置
し
て
い
る
。
採

用
の
資
格
と
し
て
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
た
考
古
学
専
攻
者
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
内
庁
書
陵

部
が
考
古
学
を
専
攻
し
た
研
究
職
職
員
を
配
置
す
る
目
的
と
必
要
性
は
何
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
考
古
学
的
研
究
を
さ
せ
な
い
の
か
。

（
十
七
）

前
回
質
問
主
意
書
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
大
阪
府
茨
木
市
の
太
田
茶
臼
山
古
墳
（
宮
内
庁
に
よ
れ
ば
継
体
天
皇
の

墓
）
、
奈
良
県
天
理
市
の
西
殿
塚
古
墳
（
同
じ
く
継
体
天
皇
妃
・
手
白
香
皇
女
の
墓
）
、
奈
良
県
奈
良
市
の
市
庭
古
墳

（
同
じ
く
平
城
天
皇
の
墓
）
等
の
出
土
遺
物
等
の
考
古
学
的
知
見
は
、
宮
内
庁
に
よ
る
陵
墓
治
定
の
内
容
と
明
ら
か
に

時
代
が
乖
離
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
内
庁
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
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
考
古
学
を
専
攻
し
た
研
究
職
職
員
を
擁
す
る
宮
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内
庁
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
の
学
術
的
成
果
を
無
視
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
立
場
に
立
つ
の
か
。

（
十
八
）

本
年
六
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
文
化
庁
・
高
杉
文
化
財
部
長
は
「
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
発

掘
調
査
で
判
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
ま
れ
」
と
答
え
て
い
る
。
答
弁
書
で
は
「
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
と
し
て
被

葬
者
を
治
定
し
て
お
り
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
陵
墓
に
さ
れ
て
い
る
古
墳
に
お
い
て
考
古
学
的
に
被
葬
者
が
明
ら
か
に

な
っ
た
も
の
は
あ
る
か
。

ま
た
、
答
弁
書
で
は
「
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
」
。
宮
内
庁
に
よ
り
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
陵
墓
参
考
地
の
考
古
学
上

の
古
墳
の
名
称
と
、
皇
室
関
係
者
の
古
墳
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
文
献
等
の
内
容
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
十
九
）

学
術
的
な
目
的
で
、
被
葬
者
が
特
定
で
き
て
い
な
い
古
墳
を
調
査
す
る
た
め
墳
丘
に
上
っ
た
り
ト
レ
ン
チ
を
設
定

し
た
り
す
る
と
、
被
葬
者
の
静
安
と
尊
厳
が
保
持
で
き
な
い
も
の
に
な
る
の
か
。

三
世
紀
末
〜
四
世
紀
初
め
の
大
王
級
の
墓
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
桜
井
市
の
前
方
後
円
墳
・
桜
井
茶
臼
山
古
墳
が
、

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
さ
れ
、
後
円
部
の
石
室
上
部
を
盛
り
土
し
て
造
ら
れ
た
長
方
形
の
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壇
を
囲
む
柱
の
跡
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
神
聖
な
空
間
を
囲
っ
た
「
結
界
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
埴
輪
を
並
べ
る
葬

送
儀
礼
の
前
身
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
考
え
も
あ
る
。
桜
井
茶
臼
山
古
墳
は
宮
内
庁
に
よ
っ
て
陵
墓
と
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
調
査
は
、
被
葬
者
の
静
安
と
尊
厳
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

ま
た
、
今
後
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
で
は
石
室
等
の
内
部
主
体
の
調
査
が
行
わ
れ
る
予
定
か
。

（
二
十
）

被
葬
者
が
特
定
で
き
な
い
古
墳
で
あ
っ
て
も
、
宮
内
庁
に
よ
り
皇
室
の
先
祖
や
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る

と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
古
墳
の
墳
丘
に
上
っ
た
り
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
た
り
す
る
と
被
葬
者
の
静
安
と
尊
厳
が
保
持

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
。

（
二
十
一
）

被
葬
者
が
特
定
で
き
な
い
古
墳
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
宮
内
庁
が
所
蔵
し
て
い
る
根
拠
に
つ
い
て
、
答
弁
書
で

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
」
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
陵
墓
と
し

て
管
理
し
て
い
る
古
墳
を
調
査
し
考
証
す
る
た
め
に
、
被
葬
者
不
明
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
必
ず
し
も
宮
内
庁

が
所
蔵
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
宮
内
庁
が
所
蔵
し
な
い
と
そ
の
古
墳
の
調
査
・
考
証
が
で
き
な
い
と
い
う

考
古
学
的
根
拠
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
二
）

宮
内
庁
が
所
蔵
す
る
古
墳
出
土
遺
物
に
つ
い
て
、
博
物
館
等
へ
の
貸
し
出
し
と
研
究
者
の
調
査
受
入
れ
等
の
実
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績
を
、
考
古
学
上
の
名
称
・
陵
墓
の
名
称
と
と
と
も
に
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
十
三
）

日
本
最
大
の
前
方
後
円
墳
・
大
山
古
墳
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
「
諸
説
あ
る
も
の
」
と
答
え
て
い
る
が
、
諸
説

の
内
容
を
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
大
山
古
墳
を
学
術
的
に
調
査
す
る
こ
と
は
、
諸
説
を
解
明
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を

果
た
す
も
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
文
化
庁
と
し
て
、
大
山
古
墳
の
被
葬
者
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。

（
二
十
四
）

ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
細
線
式
獣
帯

鏡
、
三
環
鈴
、
馬
鐸
、
環
頭
太
刀
に
つ
い
て
、
答
弁
書
で
は
「
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
異
説
が
あ
る
も
の
」
と
答
え
て
い

る
が
、
異
説
の
内
容
を
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
十
五
）

大
阪
府
・
藤
井
寺
市
の
津
堂
城
山
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
、
六
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
文

化
庁
・
高
杉
文
化
財
部
長
は
「
被
葬
者
が
判
明
す
る
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
が
、
答
弁
書
で
は

「
歴
代
皇
后
等
の
陵
墓
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。

ま
た
、
宮
内
庁
が
「
津
堂
城
山
古
墳
は
歴
代
皇
后
等
が
埋
葬
さ
れ
た
古
墳
」
と
考
え
て
い
る
考
古
学
的
根
拠
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。
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（
二
十
六
）

津
堂
城
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
長
持
形
石
棺
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
答
弁
書
で
は
「
図
説
日
本
の
史
跡
」
（
文

化
庁
文
化
財
保
護
部
史
跡
研
究
会
監
修
）
か
ら
引
用
し
た
数
値
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
古
墳
の
石
棺
の
計
測
数
値
に

つ
い
て
は
定
ま
っ
た
も
の
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
石
棺
を
正
面
・
側
面
・
上
面
な
ど
か
ら
精
密
に
実
測
し
た
図
や
撮

影
し
た
写
真
は
あ
る
の
か
。

こ
の
古
墳
の
竪
穴
式
石
室
を
精
密
に
実
測
し
た
平
面
図
や
断
面
図
、
撮
影
し
た
写
真
は
あ
る
の
か
。
竪
穴
式
石
室
の

石
材
の
種
類
と
産
出
地
等
は
す
べ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
石
室
の
構
築
方
法
や
構
築
手
順
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
の
か
。
副
葬
品
の
出
土
状
況
を
記
録
し
た
実
測
図
や
写
真
は
あ
る
の
か
。

陵
墓
参
考
地
に
さ
れ
て
い
る
た
め
、
右
に
挙
げ
た
項
目
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
な
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
ら
の
実
情
は
、
学
術
研
究
上
の
支
障
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
二
十
七
）

津
堂
城
山
古
墳
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
朱
の
量
に
つ
い
て
、
答
弁
書
で
は
「
約
十
三
リ
ッ
ト
ル
」
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
古
墳
に
つ
い
て
記
述
し
た
藤
井
利
章
「
津
堂
城
山
古
墳
の
研
究
」
（
『
藤
井
寺
市
史
紀
要
』
第
三
集
、
一
九

八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
二
十
三
・
四
リ
ッ
ト
ル
」
、
「
約
二
十
リ
ッ
ト
ル
余
り
」
と
い
う
二
つ
の
数
字
が
あ
る
が
、

答
弁
書
の
数
値
は
七
リ
ッ
ト
ル
以
上
少
な
い
。
七
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
朱
は
ど
こ
に
消
え
た
の
か
。
宮
内
庁
が
紛
失
し
た

八



の
か
。

（
二
十
八
）

古
墳
か
ら
出
土
す
る
朱
は
、
古
代
の
葬
送
儀
礼
や
死
生
観
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
津
堂

城
山
古
墳
の
大
量
の
朱
が
ど
う
い
う
状
態
で
出
土
し
、
副
葬
目
的
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
学
術
的

に
も
意
義
深
い
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
放
射
線
分
析
や
質
量
分
析
等
の
科
学
分
析
を
含
め
て
調
査
を
行
い
、
一
般

に
も
公
開
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
津
堂
城
山
古
墳
の
よ
う
に
大
量
の
朱
を
副
葬
し
た
古
墳
の
実
例
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

（
二
十
九
）

津
堂
城
山
古
墳
の
、
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
内
堤
と
外
濠
・
外
堤
に
想
定
さ
れ
る
部
分
の
発
掘
調
査
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
件
数
と
、
そ
の
う
ち
原
状
保
存
さ
れ
て
い
る
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
十
）

津
堂
城
山
古
墳
の
史
跡
指
定
範
囲
に
つ
い
て
、
答
弁
書
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
」
と
し
て
い
る
。
文
化
庁
は
、
文
化
財
保
護
審
議
会
か
ら
答
申
を
受
け
る
た
め
の
諮
問
に

関
す
る
資
料
や
、
同
審
議
会
で
の
議
論
の
内
容
を
記
録
し
た
文
書
を
廃
棄
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
保

存
年
限
は
何
年
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

（
三
十
一
）

答
弁
書
で
は
、
史
跡
の
名
称
に
つ
い
て
「
当
該
史
跡
を
最
も
適
切
に
指
す
も
の
を
名
称
と
し
て
」
い
る
。
誉
田

九



御
廟
山
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
「
学
術
的
に
は
確
定
し
な
い
」
「
被
葬
者
が
判
明
す
る
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
」

（
六
月
二
十
四
日
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
の
文
化
庁
・
高
杉
文
化
財
部
長
の
答
弁
）
。
応
神
天
皇
が
葬
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
史
跡
の
名
称
は
「
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
」
か
ら
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
外
濠
外

堤
」
と
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
重
ね
て
見
解
を
求
め
る
。

（
三
十
二
）

周
濠
部
分
が
宮
内
庁
管
理
の
陵
墓
参
考
地
の
範
囲
か
ら
外
れ
て
い
る
古
墳
の
例
と
し
て
、
答
弁
書
は
土
師
ニ
サ

ン
ザ
イ
古
墳
（
堺
市
）
、
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
（
同
）
、
ウ
ワ
ナ
ベ
古
墳
（
奈
良
市
）
、
コ
ナ
ベ
古
墳
（
同
）
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
の
周
濠
部
分
が
陵
墓
参
考
地
の
範
囲
か
ら
外
れ
た
歴
史
的
経
緯
を
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
十
三
）

調
査
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
周
濠
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
古
墳
で
新
た
に
周
濠
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
り
、
周

濠
の
外
側
で
さ
ら
に
周
濠
が
検
出
さ
れ
内
濠
と
外
濠
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
り
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
墳
丘
と
内
濠
部
分
は
原
状
に
近
い
状
態
で
保
護
さ
れ
て
き
た
が
、
地
表
下
に
埋
ま
り
存
在
が
分
か
ら
な
か
っ
た
外

濠
部
分
が
開
発
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
事
例
が
増
え
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
地
表
か
ら
見
え
な
い
周
濠
の
部
分
も
保

護
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
調
査
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら

適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
国
と
し
て
は
地
方
公
共
団
体
の
判
断
と
措
置
に
完
全
に
ゆ
だ
ね
る
姿
勢

一
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な
の
か
。

あ
わ
せ
て
、
巨
大
古
墳
が
集
中
す
る
大
阪
府
と
奈
良
県
に
所
在
す
る
古
墳
の
う
ち
、
墳
丘
の
長
さ
で
上
位
か
ら
三
十

番
め
ま
で
の
古
墳
で
、
�
周
濠
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
古
墳
で
周
濠
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
も
の
、
�
新
た
に
外
濠

の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
も
の
の
名
称
と
所
在
地
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
十
四
）

宮
内
庁
が
行
っ
て
い
る
陵
墓
の
調
査
は
、
墳
丘
裾
部
が
周
濠
の
水
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の

「
護
岸
工
事
」
に
伴
う
事
前
調
査
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
古
墳
の
原
形
や
規
模
を
確
認
す
る
目
的
で
の
調
査
が
必
要
な

の
で
は
な
い
か
。

（
三
十
五
）

陵
墓
と
さ
れ
て
い
る
宮
内
庁
に
よ
る
古
墳
の
護
岸
工
事
は
墳
丘
裾
部
に
礫
を
積
み
上
げ
る
工
法
が
と
ら
れ
て
お

り
、
古
墳
築
造
時
の
墳
丘
の
原
形
や
規
模
を
改
変
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
工
法
は
古
墳
の
築
造
時
の
姿
を
変

え
る
も
の
で
あ
り
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
い
て
は
、
こ
の
種
の
工
事
は
控
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
の
工
事
と
そ
れ
に
伴
う
事
前
調
査
は
、
宮
内
庁
が
当
該
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
皇
室
の

先
祖
の
静
安
と
尊
厳
を
そ
こ
な
う
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

一
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