
邪
馬
台
国
の
国
々 

 

�
邪
馬
台
国
�
問
題
は
�
本
居
宣
長
の
研
究
発
表
よ
り
�
も
う
２
５
０
年
以
上

の
論
争
と
な
�
て
い
る
�
中
心
は
�
女
王
卑
弥
呼
の
国
は
何
処
に
あ
�
た
の
か

と
い
う
も
の
で
あ
る
� 

 

卑
弥
呼
と
邪
馬
台
国
は
日
本
の
国
史
で
あ
る
記
紀
に
は
出
て
こ
な
い
が
�
通

称 

魏
志
倭
人
伝
を
参
照
し
た
こ
と
は
記
載
が
あ
る
�
国
史
は
偽
書
を
参
照
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
�
魏
志
倭
人
伝
は
偽
書
で
は
な
い
が
�
原
本
が
残
�
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
� 

 

従
�
て
�
写
本
で
あ
る
以
上
�
作
者
の
原
稿
と
現
在
に
伝
わ
�
て
い
る
原
典
と

に
差
異
は
生
じ
る
こ
と
は
�
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
�
さ
ら
に
写
本
も
複

数
の
作
者
に
よ
れ
ば
�
何
種
類
も
写
本
が
存
在
す
る
�
こ
の
差
異
原
因
は
�
誤

写
�
改
編
な
ど
様
々
あ
る
が
�
ひ
と
ま
ず
詳
細
は
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
� 

写
本
に
つ
い
て
も
�
現
在
に
お
い
て
一
般
に
入
手
で
き
る
も
の
を
�
ひ
と
ま
ず

�
原
典
�
と
す
る
� 

 

邪
馬
台
国
問
題
を
何
に
よ
�
て
結
論
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
は
�
正
当
な
研

究
で
は
重
要
で
あ
る
�
即
ち
�
魏
志
倭
人
伝
以
外
の
書
物
�
歴
史
学
�
考
古
学

な
ど
を
総
動
員
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
�
一
つ
の
確
定
す
る
事
実
に
向

か
�
て
�
そ
の
裏
付
け
を
様
々
な
方
法
を
用
い
て
収
斂
さ
せ
る
の
が
正
し
い

方
法
論
で
あ
る
� 

 

し
か
し
�
理
論
上
の
全
て
の
方
法
に
よ
�
て
事
実
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
無

理
で
あ
る
�
ま
し
て
�
本
稿
は
市
井
の
解
読
�
探
検
�
者
の
試
み
で
あ
る
の
で
�

極
論
と
し
て
�
前
述
し
た
一
般
の
�
普
通
の
�
魏
志
倭
人
伝
�
の
み
�
を
原
典

と
し
て
採
用
す
る
�
し
か
も
�
本
稿
で
は
そ
の
書
中
に
記
載
の
あ
る
国
名
と
旅

程
だ
け
を
以
て
解
読
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
�
従
�
て
�
解
読
し
た

結
論
は
未
だ
�
仮
説
�
に
過
ぎ
な
い
が
�
矛
盾
な
く
論
理
展
開
を
し
た
か
ど
う

か
は
保
証
さ
れ
よ
う
�
諸
兄
は
パ
ソ
コ
ン
等
でg

o
o
g
le 

地
図
を
適
宜
参
照
さ

れ
た
い
�
原
典
の
抜
粋
箇
所
は
�
本
稿
の
趣
旨
に
従
�
て
�
国
名
と
位
置
関
係

が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
�
さ
あ
�
そ
れ
で
は
探
検
に
出
発
し
よ
う
� 

 

帯
方
郡
を
出
発
し
て
韓
国
沿
岸
７
０
０
０
里
を
水
行
し
て
�
倭
国
の
北
岸
と
な

る
�
植
民
地
の
狗
邪
韓
國

く

や

か

ん

こ

く

の
港
に
到
着
し
た
� 

狗
邪
韓
國

く

や

か

ん

こ

く

の
港
か
ら
旅
程
を
始
め
て
�
南
に
１
０
０
０
里
と
方
４
０
０
里
を
渡

海
�
水
行
�

し
て
対
馬
国
に
至
る
� 

又
�
対
馬
国
か
ら
南
に
１
０
０
０
里
と
方
３
０
０
里
を
渡
海
�
水
行
�

し
て
壱
岐

国
に
至
る
� 

又
�
壱
岐
国
か
ら
�
方
向
不
記
載
だ
が
�
１
０
０
０
里
を
渡
海
�
水
行
�

し
て 

松
浦
国
�
佐
賀
県 

唐
津
港
�

に
至
る
�
こ
こ
で
上
陸
し
� 

松
浦
国
か
ら
東
南
に
５
０
０
里
を
陸
行
し
て
伊
都

い

と

国
�
福
岡
県 

怡
土

い

と

郡
�
に
至
る
� 

伊
都
国
か
ら
東
南
に
１
０
０
里
�
陸
行
�

で
那 な

国
�
福
岡
市 

那な

の
津
�

に
至
る
� 

奴
国
か
ら
東
に
１
０
０
里
�
陸
行
�
し
て
不
弥

う

み

国
�
福
岡
県
糟
屋
郡 

宇
美

う

み

町
�
に
至
る
� 

又
�
不
弥

う

み

国
の
港
か
ら
南
の
方
へ
行
く
と
�
投
馬

つ

ま

國
�
宮
崎
県 

妻つ
ま

郡
�

に
至
る
� 

そ
こ
は
帯
方
郡
か
ら
２
０
日
水
行
の
場
所
で
あ
る
� 

不
弥

う

み

国
の
南
�
里
数
不
記
載
�
が
邪
馬
台
国
で
あ
る
� 

そ
こ
は
帯
方
郡
か
ら
水
行
１
０
日
�
陸
行
一
月
の
場
所
で
あ
る
� 

�
こ
の
後
に
後
述
す
る
女
王
国
の
連
合
国
二
十
一
�
国
が
書
か
れ
て
い
る
� 

帯
方
郡
か
ら
女
王
国
�
都

み
や
こ

が
あ
る
に
所
�
ま
で
は
１
２
０
０
０
里
で
あ
る
� 

 

こ
れ
で
全
て
で
あ
る
�
筆
者
は
方
向
音
痴
で
は
あ
る
が
�
佐
賀
�
福
岡
に
通
算

で
四
十
年
ほ
ど
住
ん
で
い
た
の
で
土
地
勘
が
あ
り
�
三
世
紀
頃
の
地
理
を
思

い
描
く
こ
と
が
出
来
る
�
筆
者
の
知
見
を
若
干
加
え
る
と
�
邪
馬
台
国
の
場
所

が
分
か
�
た
�
以
下
に
根
拠
を
述
べ
よ
う
� 

 

魏
が
支
配
す
る
帯
方
郡
は
�
遼
東
半
島
の
南
に
位
置
す
る
所
に
あ
り
�
卑
弥
呼

女
王
国
の
倭
国
が
鉄
利
権
を
有
し
�
倭
人
が
住
む
領
域
が
朝
鮮
半
島
の
南
部

に
あ
�
た
�
そ
こ
が
�
狗
邪
韓
国
で
あ
る
�
そ
こ
か
ら
九
州
北
部
へ
の
航
路
は
� 

対
馬
�
壱
岐
を
経
由
し
て
�
現
在
の
唐
津
港
か
博
多
港
に
着
岸
す
る
の
が
主
力

で
あ
る
� 

 

女
王
国
で
は
唐
津
港
の
あ
る
松
浦
国
に
寄
港
し
た
船
は
�
荷
物
お
よ
び
人
員

を
隣
国
の
伊
都
国
で
監
察
し
て
い
た
�
三
世
紀
当
時
の
伊
都
国
は
西
岸
の
泉

川
�
東
岸
の
瑞
梅
寺
川
が
両
方
か
ら
伊
都
国
に
海
進
し
て
い
て
�
辛
う
じ
で
今

の
波
多
江
付
近
で
北
の
志
摩
郡
と
南
の
怡
土
郡
が
つ
な
が
�
て
い
た
� 

 

従
�
て
�
怡
土
郡
の
方
に
平
原
遺
跡
を
含
む
多
く
の
古
墳
が
あ
る
�
伊
都
国 

は
女
王
国
の
�
鉄
�
�
朱
丹
�
の
窓
口
で
あ
る
と
共
に
韓
半
島
�
中
国
と
の
使

節
外
交
の
送
出
�
受
入
れ
の
窓
口
と
防
衛
前
線
で
あ
り
�
�
一
大
卒
�
と
い
う

軍
事
機
関
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
� 

 

伊
都
国
の
東
の
奴
国
は
博
多
湾
を
擁
す
る
が
�
良
港
は
西
の
今
津
だ
け
で
あ

る
�
草
香
江
と
い
う
小
港
は
あ
る
が
�
数
本
の
河
川
洲
で
あ
り
�
現
代
で
も
掘

れ
ば
砂
地
の
下
か
ら
塩
水
が
涌
く
� 

奴
国
の
東
は
不
弥

う

み

国
で
あ
る
�
現
代
の
宇
美
町
は
内
陸
に
あ
る
よ
う
に
思
う

が
�
三
世
紀
当
時
は
博
多
湾
に
出
る
海
辺
で
あ
る
�
山
が
迫
�
て
お
り
入
り
江

は
深
か
�
た
筈
で
あ
る
�
不
弥
国
か
ら
は
関
門
海
峡
回
り
の
航
路
で
中
津
や

宇
佐
を
経
由
し
て
南
の
日
向

ひ
�
う
が

�
即
ち
投
馬

つ

ま

國
ま
で
行
�
て
い
た
の
だ
� 

奴
国
の
目
印
は
�
博
多
の
砂
洲
中
央
に
あ
る
鴻
巣
山
�
拠
点
は
下
長
尾
八
幡
宮
と
し
た
�

斯
く
説
明
す
る
理
由
は
�
邪
馬
台
国
ま
で
の
経
路
を
方
向
�
距
離
�
所
要
時
間
を
念
頭
に

折
れ
線
で
結
び
た
い
か
ら
で
あ
る
�
左
図
は
古
代
歴
史
愛
好
家
の
方
が
ネ
�
ト
に
掲
載
し

て
お
ら
れ
た
古
代
の
博
多
港
界
隈
の
海
岸
線
�
白
線
�
で
あ
り
�
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
� 

 

で
は
�
里
数
計
算
に
移
る
�
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
は
直
前
の
奴
国
ま
で
の
合
計
は
� 

�
方
里
�
は
２
�
３
倍
し
て
加
算
す
る
と
１
１
１
０
０
�
１
１
８
０
０
里
で
あ
る
�
合
計
で

は
１
２
０
０
０
里
な
の
だ
か
ら
�
里
数
不
記
載
箇
所
の
奴
国
と
邪
馬
台
国
間
の
陸
行

は
２
０
０

�
９
０
０

里
の
間
で
あ
る
� 

 

�
補
正
１
� 

�
方
里
�
は
４
辺
の
広
が
り
が
あ
る
が
�
４
辺
全
部
を
加
算
す
れ
ば
計
測
点
に

戻
�
て
進
め
な
い
か
ら
�
加
算
す
る
里
数
は
�
せ
い
ぜ
い
３
辺
の
値
で
あ
る
�

不
弥
国
と
邪
馬
台
国
の
里
数
は
ザ
�
ク
リ
中
間
値
の
５
５
０

里
と
し
て
お
こ
う
� 

�
補
正
２
� 

始
点
か
ら
不
弥
国
の
間
７
０
０

里
は
地
図
上
５
０

㎞
を
示
し
て
い
る
�
故
に
� 

不
弥
国
か
ら
�
５
５
０

里
南
の
所
は
�
地
図
上
で
不
弥
国
か
ら
３
９

㎞
程
度
の
場

所
で
あ
る
� 

�
補
正
３
� 

旅
程
の
方
角
で
あ
る
が
�
水
行
部
分
の
記
述
は
容
認
で
き
る
範
囲
だ
が
�
松
浦

国
に
上
陸
し
て
か
ら
の
方
角
は
一
貫
し
て
同
程
度
に
北
に
傾
き
過
ぎ
て
い
る
�

こ
の
時
代
の
旅
程
は
昼
間
の
移
動
で
あ
ろ
う
�
北
極
星
を
羅
針
と
で
き
な
い

の
で
太
陽
の
方
向
で
方
角
を
決
め
て
い
た
筈
で
あ
る
�
地
軸
が
２
３
度
ほ
ど

傾
い
て
い
る
の
で
�
冬
至
�
夏
至
の
時
期
を
最
大
値
と
し
て
自
転
軸
の
傾
き
分

は
方
角
を
誤
認
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
�
そ
れ
で
も
こ
の
北
へ
の
傾
き
具
合

は
大
き
す
ぎ
る
� 

�
候
補
地
� 

補
正
２
の
場
所
をG

o
o
g
le

地
図
で
探
し
た
と
こ
ろ
�
不
弥
国
か
ら
２
９

㎞
の

地
点
に
平
塚
河
添
遺
跡
の
先
端
が
あ
り
�
弥
生
時
代
の
環
濠
集
落
で
あ
る
� 

始
点
の
唐
津
港
か
ら
７
９

㎞
の
地
点
で
あ
り
�
此
処
が
女
王
卑
弥
呼
の
居
た
邪

馬
台
国
で
あ
る
� 

 

そ
れ
で
は
�
平
塚
河
添
遺
跡
の
地
が
邪
馬
台
国
の
場
所
と
し
て
妥
当
で
あ
る

か
を
検
証
し
て
み
よ
う
� 

先
ず
�
旅
程
上
で
邪
馬
台
国
の
場
所
の
比
定
は
妥
当
か
を
み
て
み
よ
う
� 

 

水
行
１
０
日
陸
行
３
０
日
と
な
る
か
否
か
で
あ
る
�
帯
方
郡
を
出
航
し
て
� 

狗
耶
韓
国
か
ら
唐
津
港
ま
で
は
１
０
０
０

里
単
位
の
水
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
�

こ
れ
が
１
日
航
海
で
き
る
単
位
と
思
わ
れ
る
�
恐
ら
く
�
危
険
な
夜
間
を
避
け

昼
間
だ
け
の
移
動
で
あ
ろ
う
�
里
数
は
純
粋
な
距
離
で
は
な
い
が
�
丁
度
水
行

１
０
日
分
と
あ
る
の
は
正
し
い
� 

 

陸
行
に
お
い
て
も
�
１
日
に
行
軍
で
き
る
値
が
行
軍
尺
度
と
し
て
決
め
て
い

た
で
あ
ろ
う
�
従
�
て
�
陸
行
里
程
も
純
粋
な
距
離
で
は
な
い
�
左
の
表
は
用

件
を
勘
案
す
れ
ば
�
こ
れ
ぐ
ら
い
は
必
要
だ
ろ
う
と
筆
者
が
見
積
も
�
た
日

数
で
あ
る
が
�
概
ね
�
陸
行
一
月
�
に
符
合
す
る
�
よ
�
て
�
旅
程
に
よ
る 

邪
馬
台
国
の
比
定
は
妥
当
と
考
え
る
� 

            

経由国名 滞在日数     用   件 

松浦国 4 下船、補修、休養、荷下ろし 

伊都国 7 荷物点検、臨検、官吏に出頭、休養 

奴国 3 官吏に出頭、休養 

不弥国 3 官吏に出頭、休養 

巴利国 2 官吏に出頭、休養 

烏奴国 2 官吏に出頭、休養 

邪馬台国 1 官吏に出頭、待機 

小計 22   

途中旅程 4 3.0ｋｍ/ｈ×６ｈ（１日の行軍） 

天候待ち 4 渡河準備、天候足止め、予備日 

総計 30 陸行 80Km～100Km 

次
に
女
王
国
の
連
合
国
二
十
一
�
国
を
掲
載
し
よ
う
�
原
典
に
現
れ
る
こ
れ
ら

の
国
名
は
こ
こ
で
掲
げ
る
順
番
と
異
な
る
�
そ
れ
は
�
国
名
記
載
原
文
が 

竹
簡
に
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
�
竹
簡
は
紐
で
結
わ
え
て
あ
る
の
で
容

易
に
そ
の
順
番
を
入
替
え
ら
れ
る
� 

 

普
通
な
ら
�
女
王
連
合
国
を
時
計
回
り
に
記
載
す
る
と
か
�
多
少
の
法
則
性
を

も
�
て
並
べ
る
と
思
う
�
解
読
し
た
結
果
は
�
現
在
の
地
図
上
で
バ
ラ
バ
ラ
で

あ
る
�
事
実
を
知
ら
な
い
編
集
者
�
あ
る
い
は
作
者
の
陳
寿
も
知
ら
な
い
異
国

の
事
情
を
記
載
し
た
の
で
�
バ
ラ
バ
ラ
バ
に
な
�
た
と
筆
者
は
思
�
て
い
る
� 

筆
者
の
並
べ
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
� 

 

�
玄
海
灘
方
面
� 

次
の
斯
馬

シ

マ

國
�
福
岡
県
糸
島
郡
北
部
玄
界
灘
側
の
志
摩

し

ま

町
�
南
部
は
怡
土

い

と

郡
�

が
有
り
� 

次
の
蘇
奴

そ

の

國
�
長
崎
県 

彼
杵

そ
の
ぎ

郡
�
大
村
湾
一
円
領
域
�

が
有
り
� 

 

�
博
多
か
ら
南
の
太
宰
府
方
面
� 

次
の
好 ハ

オ

古 コ

都 ト

國
�
博
多
�
好
古

ハ

オ

コ

崎→

箱
崎

は
こ
ざ
き

�
筥
崎

は
こ
ざ
き

�

が
有
り
� 

次
の
巴
利

は

り

國
�
�
原ハ

ル 

福
岡
県 

春
日

か

す

が

原ば
る

�
白
木

し

ら

き

原ば
る

の
一
帯
�

が
有
り
� 

次
の
烏
奴

お

の

國
�
福
岡
県
大
野

お
お
の

城
市
の
御
笠
川
�
水
城
�
牛う

し

顕く
び

川
に
囲
ま
れ
た
地
域
�

が
有
り
� 

 

�
筑
後
川
北
岸
� 

次
の
支
惟

き

い

國
�
佐
賀
県
三
養
基
郡 

基
山

き
や
ま

町
�
肥
前
国 

基
肄

き

い

郡
�
�

が
有
り
� 

次
の
爲
吾

を

ご

國(

福
岡
県 

小
郡

お
ご
お
り

市)

が
有
り
� 

次
の
對
蘇

つ

す

國
�
佐
賀
県 

鳥
栖

と

す

市
�

が
有
り
� 

次
の
華 か

奴 の 

蘇
奴

そ

の

國
�
神か

ん

埼ざ
き

郡
・
吉
野
�
里 

南
部
と
田
手
川
下
流
の
洲す

の
領
域
�

が
有
り
� 

次
の
鬼
奴

ひ

ぬ

國
�
鬼
�
神 か

み

�
佐
賀
郡
・
神
埼

か
ん
ざ
き

郡
�

が
有
り
� 

次
の
伊
邪

い

や

國
�
佐
賀
市 

伊
賀
屋

い

が

や

�
井い

茅か
や

村
の

東

名

ひ
が
し
み
�
う

遺
跡
一
帯
�

が
有
り
� 

次
の
都
支

を

き

國
�
�
堡 お

き

�
佐
賀
県 

小
城

お

ぎ

郡
�

が
有
り
� 

 

�
筑
後
川
下
流
部
の
南
岸
� 

次
の
彌
奴

み

の

國
�
福
岡
県 

久
留
米
市
三
潴

み
づ
ま

�

が
有
り
� 

次
の
邪
馬

や

め

國
�
福
岡
県 

八
女

や

め

市
�

が
有
り
� 

次
の
姐
奴

た

の

國
�
福
岡
県 

田
主
丸

た
ぬ
し
ま
る

町
�

が
有
り
� 

 

�
邪
馬
台
国
か
ら
筑
後
川
を
遡
上
� 

次
の
已
百
支

い

は

き

國
�=

岩い

杷
木

は

き

�
福
岡
県
朝
倉
市 

杷
木

は

き

神こ
う

籠ご

石い
し(

古
代
の
山
城)

眼
下
一
帯
� 

が
有
り
� 

次
の
不
呼

ふ

は

國
�
福
岡
県 

浮
羽

う
き
は

郡
�

が
有
り
� 

次
の
鬼 ひ

國
�
�
卑ひ  

大
分
県
日
田

ひ

た

市
�

が
有
り
� 

次
の
躬
臣

く

す

國
�
大
分
県 

玖
珠

く

す

郡
�

が
有
り
� 

 

 

�
豊
後
水
道
一
帯
� 

次
の
呼
邑

は

や

國
�
大
分
県 

速
見

は
や
み

郡
・
別
府
市
�

が
有
り
� 

次
の
奴 な

の

國 
(

大
分
県 

中な
か

津
市) 

が
有
り
� 

こ
れ
が
大
国
で
あ
る
倭
国
女
王
の
版
図
の
境
界
で
あ
る
� 

 

最
期
に
女
王
の
南
西
端
は
有
明
海
に
隣
接
す
る
�
そ
の
南
は
熊
本
平
野
で
あ

り
�
狗
奴

く

な

國
が
あ
り
�
男
王 

卑 ひ

彌 み

弓 こ

呼 こ

が
女
王
国
と
敵
対
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
�
従
�
て
�
卑
弥
呼
は
日
向
の
投
馬

つ

ま

國
�
宮
崎
県 

妻つ
ま

郡
�

と
同
盟
を
結
び
�

狗
奴

く

な

國
の
背
後
を
脅
か
し
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
� 

  

補
注
� 

青
字
は
原
典
の
記
載
を
補
�
て
�
解
読
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
し
た
� 

赤
字
は
国
名
で
あ
る
� 

尚
�
本
稿
の
前
提
と
な
る
原
典
お
よ
び
訓
解
は
�
筆
者
が
�
魏
志
倭
人
伝
� 

の
稿
に
掲
げ
た
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
� 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
一
日 大

中
臣
正
比
呂 

記 


