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邪
馬
臺
國
越
前
說 

高
田 

友 

  

抑
〻
邪
馬
臺
國
の
い
づ
く
に
あ
り
し
や
に
就
て
九
州
說
と
大
和
說
の
爭
ひ
あ
る
は
周
知
の
儀
な
れ
ど
、

さ
ら
に
今
一
つ
こ
れ
に
比
定
せ
ら
る
る
地
あ
り
。 

 

さ
は
、
高
志

こ

し

國
の
く
に

に
あ
り
き
と
の
說
な
り
。
高
志
は
越 こ

し

の
國
の
謂
ひ
な
る
が
、
越
の
う
ち
に
て
も
越
前
、

如
今
福
井
縣
な
り
。
仔
細
を
申
せ
ば
、
福
井
縣
鯖
江
市
。
縣
第
四
の
都
市
に
て
、
越
前
市
(
武
生
／
府

中
)
の
北
に
接
す
。
因
み
に
「
越
」
な
る
名
は
、
都
(
難
波
・
大
和
)
よ
り
訪
れ
む
が
爲
に
は
山
々
を
越

ゆ
る
の
要
あ
れ
ば
な
り
。 

 

こ
の
地
に
比
定
せ
ら
る
る
所
以
は
樣
々
擧
ぐ
る
を
得
れ
ど
、
彌
生
時
代
末
期
に
は
、
農
業
生
產
高
本
朝

に
比
類
な
き
の
地
に
て
、
剩

あ
ま
つ
さ

へ
今
日
な
ほ
鐵
器
の
發
掘
甚
だ
多
し
と
の
由
。 

 

魏
志
倭
人
傳
に
示
さ
れ
た
る
邪
馬
臺
國
の
位
置
は
そ
の
解
釋
多
岐
に
別
る
る
あ
り
。
大
和
說
・
北
九
州

說
の
出
來

し
ゆ
つ
た
い

せ
る
由
來
な
れ
ど
、
方
角
距
離
な
ど
を
檢 け

み

す
る
に
越
前
に
あ
り
き
と
攷

か
ん
が

ふ
と
も
牽
強
附
會
と

笑
殺
せ
ら
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。 

 

尚
、
邪
馬
臺
國
の
讀
み
は
、「
ヤ
マ
タ
イ
國
・
ヤ
マ
イ
國
」
の
兩
說
あ
り
、
卑
彌
呼
後
嗣
(
後
述
)
の

名
も
「
ト
ヨ
」
な
り
や
「
イ
ヨ
」
な
り
や
定
か
な
ら
ず
。 

 

讀
み
の
別
る
る
は
、「
台
」
の
正
字
「
臺
」、「
壱
」
の
正
字
「
壹
」
な
る
に
由
來
す
。「
魏
志
倭
人
傳
」

に
て
正
字
の
用
ゐ
ら
る
る
は
言
ふ
に
及
ば
ず
。
而
し
て
、「
臺
」
と
「
壹
」
は
字
形
相 あ

ひ

似
る
こ
と
、
混
同

せ
む
も
宜 む

べ

な
り
。「
魏
志
倭
人
傳
」
の
寫
本
に
て
は
「
臺
」
の
用
ゐ
ら
る
る
も
、「
壹
」
の
誤
寫
な
ら
ず
や

と
疑
は
る
る
所
な
り
。「
臺
」
な
ら
ば
「
タ
イ
」、「
壹
」
な
れ
ば
「
イ
」
と
言
ふ
べ
か
ら
む
か
。 

 

但
、
さ
卽
斷
な
し
給
ひ
そ
。「
壹
」
な
ら
で
「
臺
」
な
り
し
と
せ
む
と
も
、
改
め
て
「
臺
」
の
字
を
い

か
が
讀
む
べ
き
と
惑
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。「
臺
(
台
)」
を
「
タ
イ
・
ダ
イ
」
と
讀
む
は
皇

く
わ
う

朝 て
う

の
音
讀
な

り
。
唐
土
の
人
「
臺
」
と
書
き
た
ら
む
と
も
、
往
古

わ
う
こ

の
倭
人
我
が
朝 て

う

を
「
ヤ
マ
タ
イ
」
と
讀
み
た
り
き
と

斷
ず
る
を
得
ず
。
寧
ろ
、
上
代
國
語
の
音
韻
體
系
よ
り
見
れ
ば
、「
タ
イ
」
の
如
く
母
音
連
續(ai

／×

聯

續)

す
る
は
異
樣
の
事
。
兩
國
の
言
語
史
音
韻
史
を
勘
案
す
れ
ば
、「
ヤ
マ
タ
」
ま
た
は
「
ヤ
マ
ト
」
あ
る

い
は
「
ヤ
マ
ド
」
な
り
し
に
あ
ら
ず
や
と
察
せ
ら
る
る
所
な
り
。 

 

「
ヤ
マ
タ
イ
」
に
あ
ら
で
「
ヤ
マ
ト
」
な
り
と
す
と
も
、「
然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
邪
馬
臺
國
は
大
和
に
あ
り
き
」

と
の
結
論
を
直 ぢ

き

に
引
き
出 い

だ

す
を
得
る
に
は
あ
ら
ず
。「
ヤ
マ
ト
」
な
る
地
名
は
我
が
神
洲
到
る
所
に
見
る

を
得
れ
ば
な
り
。 

  

「
越
前
說
」
に
は
、
今
一
つ
首
肯
せ
ら
る
る
傍
證
あ
り
。 
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邪
馬
臺
國
の
女
王
卑
弥
呼
歿
せ
る
は
西
曆
二
四
八
年
な
り
き
。
然
る
に
此
の
年
九
月
五
日
(
新
曆
)
に

本
朝
に
て
皆
旣
日
蝕
を
見
る
を
得
た
り
。
皆
旣
日
蝕
は
い
に
し
へ
よ
り
爲
政
者
の
不
德
の
爲
す
所

(
所
爲

せ

ゐ

)
な
り
と
信
ぜ
ら
れ
、
忠
臣
藏
の
時
世

と
き
よ

、
靈
元
天
皇
一
宮

い
ち
の
み
や

(
第
一
皇
子
)
の
廢
嫡
せ
ら
れ
給
ひ
し

は
、「
日
蝕
の
日
に
生
れ
た
れ
ば
不
吉
な
り
。
登
極
し
給
ふ
に
相
應
し
か
ら
ず
」
と
の
ゆ
ゑ
な
り
き
と
傳

へ
ら
る
。
洵
は
外
戚
の
權
弱
き
に
よ
り
て
異
母
弟
に
劣
後
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
。 

 

於
こ
こ
に

是
お
い
て

、
近
來
の
學
者
は
、
卑
彌
呼
の
歿
し
た
る
は
、
日
蝕
出
來

し
ゆ
つ
た
い

せ
る
、
す
な
は
ち
卑
彌
呼
の
天
に
よ

り
て
放
伐
せ
ら
れ
た
る
を
示
す
に
相
違
な
し
と
て
弑 し

い

せ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
ず
や
と
疑
ふ
向
き
あ
り
。
時
恰

あ
た
か

も
、
國
內

く
ぬ
ち

治
ま
り
て
久
し
か
り
し
も
忽
然
戰
亂
勃
發
し
た
る
を
卑
彌
呼
の
責 せ

め

に
歸
し
た
る
な
ら
む
と
い

ふ
。 

 

さ
ら
に
、
天
照
大
神
の
天 あ

ま

岩
戸

の
い
は
と

に
隱
れ
た
ま
ひ
し
故
事
は
、
こ
の
日
蝕
あ
り
て
卑
彌
呼
の
歿
し
た
る
が

ゆ
ゑ
に
生
れ
た
り
け
む
と
の
說
を
唱
ふ
る
者
尠 す

く

な
か
ら
ず
。
已

や
ん
ぬ

哉
る
か
な

、
卑
彌
呼
こ
そ
八
百
萬
の
神
々
を
生

み
奉
り
し
物
語
の
濫
觴

ら
ん
し
や
う

な
り
け
め
と
い
ふ
べ
き
か
。 

 

然
る
に
ま
た
こ
の
理

こ
と
わ
り

は
反
轉
す
。
現
代
天
文
考
古
學
の
說
く
所
に
據
れ
ば
、
豈
圖
ら
む
、
北
九
州
に

て
も
大
和
に
て
も
、
二
四
八
年
の
日
蝕
は
皆
旣
に
至
り
し
に
は
あ
ら
ず
と
の
由
。 

 

こ
れ
が
皆
旣
日
蝕
帶
は
能
登
半
島
よ
り
常
陸
・
磐
城
へ
向
ひ
、
太
平
洋
へ
ぞ
拔
く
る
。
高
志

こ
し
の

國 く
に

鯖
江
の

わ
た
り
に
て
は
、
全
き
皆
旣
に
は
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
蝕
分

し
よ
く
ぶ
ん

そ
れ
に
近
く
し
て
、
さ
こ
そ
は
神
祕
を
感

じ
た
り
し
と
思
は
る
れ
。
然

而

し
か
り
し
か
う
し
て

、
北
九
州
お
よ
び
大
和
に
於
て
は
、
異 け

と
す
る
に
足
ら
ざ
る
部
分
日

蝕
な
れ
ば
、
古
代
人
怖 お

ぢ
戰

を
の
の

く
ま
で
の
天
變
地
異
と
は
言
ふ
を
得
ざ
り
し
か
。 

 

こ
れ
、
邪
馬
臺
國
越
前
說
の
堅
固
な
る
根
據
な
り
と
ぞ
。 

 

邪
馬
臺
國
論
攷

ろ
ん
か
う

。
九
州
說
と
大
和
說
の
外
に
、
越
前
說
あ
り
と
は
知
り
た
ま
へ
か
し
。 

  

卑
彌
呼
歿
し
た
る
後
、
倭
國
(
邪
馬
臺
國
聯
合
)
男
王
の
下
に
再
び
大
亂
あ
り
。
畢
竟

ひ
つ
き
や
う

女
人
を
君
と
し

て
仰
ぐ
に
如 し

く
な
し
と
て
、
卑
彌
呼
の
宗
女

そ
う
じ
よ

(
係
累
)「
臺
與

台

与

」
を
立
て
て
女
王
と
爲
し
、
こ
れ
に
よ
り

て
世
は
治
ま
り
き
。「
臺
與
」
は
「
ト
ヨ
」
と
讀
む
が
通
例
な
れ
ど
、
こ
れ
ま
た
「
臺
」
は
「
壹
」
の
誤

寫
な
り
と
唱
ふ
る
者
多
く
、「
イ
ヨ
」
な
り
き
と
の
說
も
出
で
て
あ
り
。 

 

な
ほ
、
こ
の
人
、
卑
彌
呼
宗
女
な
り
と
い
へ
ど
も
、
卑
彌
呼
歿
後
に
出
生
し
、
卽
位
の
砌
い
ま
だ
十
三

歲
な
り
し
と
な
む
傳
へ
ら
る
る
。 

 

卑
彌
呼
死
し
て
臺
與
の
立
ち
た
る
に
據
り
て
、
天
照
大
神
の
岩
戸
に
隱
れ
て
再
び
出
で
來
た
り
た
ま
ひ

し
神
話
の
生
じ
た
り
と
說
く
も
あ
り
。
卑
彌
呼
甦

よ
み
が
へ

り
臺
與
と
成
り
て
生 あ

れ
ま
し
た
り
と
の
由
。 

 

震 支

旦 那

「
晉
書
」
に
、「
二
六
六
年
、
倭
女
王
朝
貢
す
」
と
の
記
事
あ
り
。
臺
與
の
儀
な
り
と
解
せ
ら

る
。 
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こ
の
朝
貢
よ
り
後
、
唐
土
史
書
に
本
朝
の
記
載
悉
皆

し
つ
か
い

途
絶
え
、
再
度
現
は
る
る
は
四
一
三
年
。
以
後
、

倭
の
五
王
の
時
世

と
き
よ

と
な
る
。
こ
の
間
の
時
期
を
「
空
白
の
百
五
十
年
」「
空
白
の
四
世
紀
」
と
呼
稱
す
。 

(
令
和
六
年
四
月
二
十
四
日
受
附
) 

  


