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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
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
及
び
（
三
十
四
）
に
つ
い
て

陵
墓
や
陵
墓
参
考
地
に
対
す
る
学
術
調
査
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
七
月
六
日
内
閣
衆
質

一
七
一
第
六
一
一
号
）
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

古
代
の
皇
室
の
歴
史
に
つ
い
て
の
諸
説
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、お
尋
ね
に
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

し

宮
内
庁
と
し
て
は
、
陵
墓
に
お
け
る
祭
祀
は
、
皇
室
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
御
指
摘
の
「
神
道
の
形
式
」
に
よ
る
も
の
か
否
か
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
陵
墓
の
祭
祀
は
陵
墓
で
行
わ
れ
、
参
列
者
は
、
皇
族
、
当
該
陵
墓
に
縁
故
の
あ
る
方
等
で
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
。

（
八
）
及
び
（
九
）
に
つ
い
て

一



陵
墓
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
皇
室
用
財
産
と
し
て

宮
内
庁
が
管
理
し
て
お
り
、
そ
の
清
掃
は
皇
室
用
財
産
の
管
理
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
要
す
る

経
費
は
宮
廷
費
か
ら
支
出
し
て
お
り
、
憲
法
第
二
十
条
と
の
関
係
で
特
段
の
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
祭
祀
は
皇
室
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
経
費
は
内
廷
費
か
ら
支
出
し
て
い
る
。

（
十
）
に
つ
い
て

こ
う

宮
内
庁
と
し
て
は
、
薨
去
月
日
が
明
確
で
な
い
方
の
陵
墓
の
祭
祀
は
、
春
又
は
秋
の
適
当
な
日
を
選
び
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
十
一
）
に
つ
い
て

陵
墓
や
陵
墓
参
考
地
の
静
安
と
尊
厳
を
保
持
す
る
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
一
般
公
開
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
十
）
及
び
（
十
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。

（
十
三
）
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
ト
レ
ン
チ
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
年
度
末
の
書
陵
部
紀
要
へ
の
掲
載
に
向
け
て
図
面
等
を
整
理
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（
十
四
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
及
び
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
」
の
墳
丘
測
量
図
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
策
定
さ
れ
て

い
る
年
次
計
画
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

（
十
五
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
破
線
」
で
示
さ
れ
て
い
る
部
分
の
土
地
が
、
測
量
図
作
成
当
時
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

（
十
六
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
は
、
陵
墓
の
調
査
及
び
考
証
に
関
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
職

員
も
、
考
古
学
に
関
す
る
知
見
を
生
か
し
て
、
陵
墓
の
調
査
及
び
考
証
に
従
事
し
て
い
る
。

（
十
七
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
陵
墓
の
治
定
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
先
の
答
弁
書
（
十
三
）
に
つ

三



い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
十
八
）
に
つ
い
て

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
、
陵

墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
十
四
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
十
九
）
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
一
般
に
、
古
墳
の
調
査
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
者
の
調
査
に
対
す
る
理
解
を
得
る
こ
と

が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
桜
井
茶
臼
山
古
墳
」
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
お
い
て
、
関
係
者
の
理
解
を

得
つ
つ
、
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
発
掘
調
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
同
研
究
所
に
お
い
て
は
、
今
後
、
御
指

摘
の
「
石
室
等
の
内
部
主
体
」
の
調
査
等
を
行
う
計
画
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

（
二
十
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宮
内
庁
と
し
て
は
、
現
在
陵
墓
と
し
て
治
定
さ
れ
て
い
な
い
古
墳
が

新
た
に
陵
墓
と
し
て
治
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
葬
者
の
静
安
と
尊
厳
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り

四



た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
一
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
被
葬
者
不
明
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
遺
物
」
に
つ
い
て
、
陵
墓
の
調
査
及
び
考
証
の

た
め
、
必
要
な
範
囲
で
こ
れ
を
所
蔵
し
て
い
る
。

（
二
十
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
た
め
、
そ
の
す
べ
て
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
最

さ

ん

か

く

ぶ

ち

し

ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

近
の
事
例
と
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
、
大
塚
陵
墓
参
考
地（
新
山
古
墳
）か
ら
出
土
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡
五
点
、

そ

も
ん

え
ん

ち
ょ
っ

こ

も
ん

き
ょ
う

り
ゅ
う

や
じ
り

ち
ょ
う

素
文
縁
直
弧
文
鏡
一
点
、
だ
龍
鏡
一
点
、
鏃
形
石
製
品
一
点
及
び
台
座
形
石
製
品
一
点
、
宇
和
奈
辺
陵
墓
参
考
地
旧
陪
冢
ろ

号
（
大
和
六
号
墳
）
か
ら
出
土
し
た
大
鉄
て
い
五
点
及
び
小
鉄
て
い
十
二
点
、
藤
井
寺
陵
墓
参
考
地
（
津
堂
城
山
古
墳
）
か

ゆ

は
ず

ら
出
土
し
た
銅
製
弓
筈
一
点
等
を
、
東
京
国
立
博
物
館
に
貸
し
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
十
三
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
の
諸
説
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
お
尋
ね
に
一
概
に
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

五



ま
た
、
陵
墓
や
陵
墓
参
考
地
に
対
す
る
学
術
調
査
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
先
の
答
弁
書
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
」
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
学
術
的
に
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

（
二
十
四
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
十
八
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
異
説
は
、
御
指
摘
の
「
大
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
」
と

い
う
事
実
を
否
定
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

（
二
十
五
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
の
被
葬
者
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
葬
者
を
特
定
す
る
だ
け
の
確
た
る
史
料
は
得
ら
れ
て
い

な
い
が
、
歴
代
皇
后
等
の
陵
墓
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
旨
を
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
十
六
）
に
つ
い
て

さ
ん

御
指
摘
の
「
石
棺
の
計
測
数
値
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
術
研
究
の
成
果
を
基
に
編
纂
さ
れ
た
「
図
説
日
本
の
史

跡
」
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
史
跡
研
究
会
監
修
）
を
基
に
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
棺
と
石
室
を
撮
影
し
た

六



写
真
に
つ
い
て
は
、
「
後
円
部
石
室
と
長
持
形
石
棺
」
の
写
真
と
さ
れ
る
も
の
が
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。
そ
の
他
の
「
石
棺
を
正
面
・
側
面
・
上
面
な
ど
か
ら
精
密
に
実
測
し
た
図
」
等
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
津
堂
城
山
古
墳
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
学
術
研
究
上
、
一
定

の
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
七
）
に
つ
い
て

宮
内
庁
で
保
管
し
て
い
る
朱
は
、
約
十
三
リ
ッ
ト
ル
で
あ
り
、
旧
諸
陵
寮
が
大
阪
府
か
ら
送
付
を
受
け
た
時
点
か
ら
増
減

し
て
い
な
い
。

（
二
十
八
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
分
析
等
に
つ
い
て
は
、
分
析
実
績
の
あ
る
機
関
か
ら
申
請
が
あ
り
、
学
術
上
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
実
施
方
法
な
ど
を
考
慮
し
、
検
討
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
大
量
の
朱
を
副
葬
し
た
古
墳
の
実
例
」
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

（
二
十
九
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
調
査
件
数
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
実
施
し
た
大
阪
府
教
育
委
員
会
と
藤
井
寺
市
教
育
委
員
会
か
ら
は
、
現

七



段
階
で
把
握
で
き
た
も
の
は
八
十
八
件
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
十
九
件
に
お
い
て
御
指
摘
の
「
津
堂
城
山

古
墳
」
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
現
状
保
存
さ
れ
た
も
の
は
五
件
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

（
三
十
）
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
文
書
処
理
規
則
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
文
部
科
学
省
・
文
化
庁
訓
令
第
一
号
）
に
お
い
て
は
、
審
議
会
の

答
申
、
建
議
又
は
意
見
に
つ
い
て
は
保
存
期
間
を
十
年
と
定
め
て
お
り
、
御
指
摘
の
資
料
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
文
部
科

学
省
に
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
。

（
三
十
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
二
十
七
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
三
十
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
各
陵
墓
参
考
地
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、明
治
十
八
年
か
ら
明
治
三
十
四
年
に
か
け
て
治
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
三
十
三
）
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
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

八



が
採
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
発
掘
を
行
う
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
及
び
助
言
並
び
に
経

費
の
一
部
の
補
助
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
�
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
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

（
三
十
五
）
に
つ
い
て

す
そ

宮
内
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
護
岸
工
事
」
は
、
墳
丘
裾
の
崩
落
を
防
止
し
、
現
状
の
保
持
を
目
的
と
し
て
施
工
し
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
陵
墓
の
静
安
と
尊
厳
の
保
持
の
た
め
に
必
要
な
工
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

九


