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ア
ハ

l

ン

の

え

地

に

宿

り

し

夏

刻

の

力

、

そ

れ

は

巨

人

騎

士

を

動

か

し

、

奇

跡

を

今
、
皇
刻
の
道
す
き
に
よ
っ
て





教
会
暦
ニ
四
三
九
年

《
天
動
乱
》
勃
発

一

教
会
暦
二
四
三
三
年
六
月
一一三
日
、
東
方
西
部
域

に
お
い
て
ヒ
ゼ
キ
ア
と
呼
ば

Y
K部
ど
り
続
く
心
国

が
隣
国
の
軍
勢
に
攻
め
込
ま
れ
、
滅
び
た
。

一

-

-

こ
の
時
誰
が
予
測
し
た
だ
ろ
う
。
こ
の
辺
境
む

一
-

小
国
の
滅
亡
が
、
東
方
全
土
に
吹
き
荒
れ
る
巨
大
な
一

嵐
の
前
触
れ
で
あ
っ
た
と
:
:
:
。

ー :

一 ・← 一一ー←一二一--_..0:圏内町e.:.-二二二二

， 
/ 

二
四
三
九
年
九
月

一二
日

東
部
域
パ
ナ
ド
ス
国
背
鳳
騎
士
団
駐
屯
地
に
て

~三プ二一てて

《聖
刻
騎
士
団
東
部
域
方
面
軍
背
鳳
騎
士
団
所
属
第

三
階
梯
聖
騎
士
イ
ス
ル
ギ
1
ン
・
ツ
ベ
ル
ク
よ
り、

東
部
域
ヤ
l
パ
ス
国
の
母
親
に
あ
て
た
書
簡
》

-
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「敬
愛
す
る
母
上
へ
。

騎
士
昇
格
の
祝
い
の
品
々
を
受
げ
取
り
ま
し
た
。

心
の
こ
も
っ
た
品
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
お
礼
を
申

し
あ
げ
ま
す
。
で
す
が
、
わ
た
く
し
の
昇
格
は
近
年

西
部
械
で
続
く
動
乱
に
際
し
て
緊
急
に
増
員
を
は
か

る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
、
栄
光
の
称
号
を
賜
わ
る

に
備
す
る
働
き
を
為
し
た
わ
げ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
記
し
て
は
、
す
ぐ
に
も
我
が
騎
士
聞

の
派
兵
が
釘
わ
れ
る
よ
う
に
受
げ
と
め
ら
れ
か
ね
ま

せ
ん
ね
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
増
員
は
万
が

一
、
派

兵
が
決
定
し
た
場
合
に
そ
な
え
た
処
蹴
で
す
。
ア
シ

ョ
l
カ
法
王
貌
下
は
、
武
力
の
行
艇
を
嫌
う
高
潔
な

御
方
で
あ
り
、
外
交
折
衝
に
よ
り
平
和
を
取
り
戻
す

努
力
を
続
。
て
お
ら
れ
ま
す
。

わ
た
く
し
が
耳
に
す
る
と
こ
ろ
、
西
部
域
は
酷
い

じ
ゅ
う
り
ん

状
態
だ
そ
う
で
す
。町
は
操
兵
の
群
れ
に
路
網
さ
れ
、

非
も
な
い
人
々
が
家
を
浪
さ
れ
、
財
産
、
そ
し
て
命

を
奪
わ
れ
て
い
る
と
か
。
話
を
聞
く
た
び
に
、
型
騎

士
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
は
ら
わ
た
が
煮
え
く
り

か
え
る
よ
う
な
怒
り
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
確
か
に

す

-

b¥

ノ、，

西
部
域
は
異
教
徒
が
統
べ
る
領
械
で
し
ょ
岩
城
祷
芝

h
s
~
テ

官
シ

し
て
も
同
じ
人
聞
に
違
い
は
あ
り
ま
す
義
明
竺
依

-'

に
平
和
巳
友
愛
を
広
め
る
の
が
、
我
ら
俊
神
在
職
制
rA一

一
な
ら
ば
、
直
ち
に
我
が
騎
士
聞
が
出
張
札

F
FK
ず

一
も
っ
て
鎮
圧
に
あ
た
る
べ
き
で
は
な
い
か
ー
ー
か
よ

一
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
(
後
略
〉
」

'

4・

(
な
お
、
こ
の
書
簡
は
検
閲
に
引
っ
か
か
り
、
騎

団
批
判
に
当
た
る
と
し
て
書
き
直
し
を
命
じ
ら
れ

↓
)

..•... 
，11
・
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だ
り

&

《大
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の
が
遅
れ
て
申
し
わ

だ
皆
報
せ
る
だ
げ
に

、
ゐ
眠
症
の
母
上
の

ら
せ
る
で
し
ょ
う

て
お
き

。
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攻

わ
た
く
し
、
先
月
に
符
わ
れ
た
戦
で
負

'

傷
し
、
し
ば
し
筆
を
と
れ
る
状
態
に
あ
り

/¥，

ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
心
胞
に
は
及
び
ま
せ

ザ

ん
。
今
で
は
す
っ

か
り
快
復
し
、
寝
台
に

一-'¥
h

縛
り
つ
り
ら
れ
な
が
ら
も
、
こ
う
し
て
手

〆
て

¥

紙
を
書
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
来
月

¥

に
は
.
事
務
に
復
帰
で
き
る
と
医
師
も
巾
し
ぬ

て
お
り
ま
す
。

k
m沿

母
上
が
お
暮
ら
し
の
附
に
も
遅
刻
騎

土

、

土
問
、
大
勝
利
』
の
報
は
崩
き
ま
し
た
で
内
浦
顎
ア

し
よ
う
か
。
《
大
動
乱
》
に
お
げ
る
初
の
軍

4
m能

回
戦
は
、
ま
さ
に
完
勝
と
し
か
い
え
ま
せ

援

か
ん
よ

』品
五
相

ん
。
操
兵
の
数
で
勝
る
敵
を
完
府
な
き
ま

p
h務

で
に
叩
い
た
の
で
す
。
総
大
将
-ブ

ド

ウ

・

ポ

後
宕
ム
ダ

ク
ラ
ン
ド
閥
下
の
采
郎
も
見
事
な
ら
ば
、
我
が
擁
場

兄
弟
の
勇
猛
ぶ
り
も
蹄
暁
に
植
し
ま
す
。
も
は
や
『
見

か
げ
倒
し
の
典
礼
騎
士
間
』
な
ど
と
我
ら
を
侮
辱
す

る
者
は
い
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
放
闘
で
の
任
官
を

辞
し
、
型
騎
士
E
な
る
道
を
選
び
、
本
当
に
よ
か
っ

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
是
非
と
も
書
き
記
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
戦
い
が
終
わ
っ
た
接
、
我
ら
負
傷
者

が
収
容
さ
れ
た
幕
舎
に
、
何
と
あ
の
グ
ラ
ン
ド
附
X
J
f

が
足
を
お
述
び
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

/

!

塑
騎
士
三
0
0
0名
の
頂
点
に
位
す
る
闘
将
附
下

/

が
、
我
ら
平
騎
士
ば
か
り
で
な
く
、
末
端
の
徒
士
に

/

ま
で
ひ
と
り
ひ
と
り
労
い
の
お
言
葉
を
か
げ
て
く
だ

・
さ
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
に
も
。
で
す

↑
が
、
そ
の
時
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
交
わ
し
た
か
、
ま

一
る
で
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
た
だ
た
だ
狼

-
狽
し
ま
く
り
、
同
行
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ス
ト
ラ
軍
将

や
パ
ク
ル
・
サ

1
サ
l
ン
師
将
に
笑
わ
れ
ま
し
た
。

と
も
あ
れ
、
問
下
は
我
ら
が
父
ど
も
思
え
る
素
附
ら

し
い
御
方
で
し
た
(
後
略
〉
」

7 
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だ
が
型
騎
士
は
重
い
体
に
鞭
打
ち
、
次
の
戦
場
に

向
か
う
。
身
命
を
神
と
教
会
と
騎
士
団
に
捧
げ
た
彼

ら
の
姿
は
、
崇
高
と
し
か
形
容
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。

《
第
四
階
梯
聖
騎
士
イ
ス
ル
ギ
l
ン
・
ツ
ベ
ル
ク
が

母
親
に
あ
て
た
書
簡
よ
り
抜
胤
》

• 
二
四

翌

年

一
O
月

一
説
明

南
部
域
ア
l
リ
ア
盟
ボ
ラ
ン
に

聖
刻
繋
土
団
参
戦
か
ら
五
年
が
過
ぎ
た
。

・
東
部
域
?
行
わ
れ
た
ニ

l
ム
レ
の
戦
い
を
皮
切
り

…
に
騎
士
団
は
ま
さ
に
破
竹
の
進
撃
を
続
け
、
主
戦
場

劃
を
東
部
域
か
ら
南
部
域
に
移
し
て
い
た
。

一

こ
れ
ま
で
四

O
回
を
越
え
る
軍
団
仇
.

(
小
規
模
な

戦
闘
を
加
え
れ
ば
二
O
O回
以
上
)
に
こ
と
ご
と
く

勝
利
し
て
い
た
が
、
さ
す
が
に
こ
の
時
期
に
な
る
と

衰
与
参
窺
え
た
。

卓
越
し
た
技
量
と
類
い
希
な
る
信
仰
心
に
支
え
ら

ハ
母
上
、
お
加
減
は
い
か
が
明
吃

ょ
う
か
。
伯
母
上

れ
た
彼
ら
「
神
の
軍
団
」
も
、
生
身
の
人
欄
砲
は
過
が
胸
の
具
合
が
よ
ろ
し
く
な
い
、
色
』
教
え
て
く
だ
さ

い
な
い
。
傷
つ
け
ば
血
が
流
れ
る
し
、
戦
い
が
続
け
り
案
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
雨
部
域
は
晩
秩
の
季
節

ば
鈴

本

ま
る
。
そ
し
て
何
よ
り
操
兵
の
械
を

.3ぬ
暑
さ
で
す
が
、
そ
ち
ら
で
は

一
段
ど
寒
く

き
い
て
も
、

4
、
れ
に
乗
る
騎
士
の
補
充
が
ほ
と
ん
を

な
る
頃
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

-
M
F
 

な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

，

の

度

、

わ

た

く

し

昇

絡

し

、

J
2
?
 

ト¥

ふ
r

・f
J

、l
J
hh
引
り
/

人
の
部
下
を
預
か
る
身
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
昇
進
も
上
級
者
が
戦
死
を
遂
げ
た
結
果

と
思
う
と
素
直
に
喜
べ
ま
せ
ん
。
郎
印
刷
さ
れ
て
き
た

部
下
も
、

一
五
に
も
な
ら
ぬ
子
ピ
も
ば
か
り
で
、
果

た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
働
き
が
で
さ
る
こ
と
か
。
い
え
、

何
よ
り
も
彼
ら
の
命
を
預
か
る
者
と
し
て
、
何
人
を

生
き
て
故
郷
に
返
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
。

恕
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
損
傷
著
し

か
っ
た
哨
機
に
代
わ
っ
て
、
新
た
に

《
レ
イ
ブ
ァ

l

s

ン
・
テ
ィ
ン
》
が
困
っ
て
き
ま
し
た
。
軽
快
な
動
き

d
-を

J
る
繋
附
ら
し
い
機
体
で
す
。
先
日
の

《ボ
ラ
ン

φ
戦
い
》
で
は
八
騎
も
の
戦
巣
を
あ
げ
ま
し
た
。
き

っ
と
来
い
つ
き
あ
い
に
な
る
で
し
ょ
う
」

-・・・・・・・・ー-・二てこゐL
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《第
四
階
梯
聖
一騎
士
イ
ス
ル
ギ

1
ン
・
ツ
ベ
ル
ク
が
、

母
親
に
あ
て
た
書
簡
よ
り
抜
粋
》

二
四
四
七
年
六
月
二
二
日

西
部
域
ラ
イ
リ
ツ
国
ト
l
ル
ハ
ル
に
て

「母
上
、
最
後
の
戦
い
が
終
わ
り
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
昼
間
ト

1
ル
ハ
ル
の
戦
場
に
立
ち、
k

U
3
K
M
 

捗
し
い
操
兵
の
残
骸
を
見
ま
し
た
。
多
く
は
我
が

uh
I

弟
が
乗
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
戦
い
に
は
勝
利
い
た

し
ま
し
た
が
、

実
慌
の
損
害
は
敵
熊
よ
り
昧
海
舟
ほ

う
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

一
r
L
γ

わ
た
く
し
の
部
下
も
全
盛
踊
制
闘
闘
閥
閥
倒
閣
悶
た

故
後
ま
で
縫
っ
て
く
れ
た
部
下
閥
、
忠

吾
刷
側
関
鐙

前
に
わ
た
く
し
の
手
を
握
り
』
椙
関
陣
幽
崎
潤
協
商
湿

る
の
で
す
ね
』
と
齢
き
ま
し
た
。
『も
ち
ろ
ん
だ
。
我

ら
は
や
り
遂
げ
た
の
だ
』
と
い
っ
て
あ
げ
ま
し
た
。

誌
や
か
な
表
情
で
部
下
は
患
を
ひ
き
と
り
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
嘘
を
つ
い
た
の
で
す
。

確
か
に
戦
に
は
勝
ち
ま
し
た
。
げ
れ
ど
ラ
イ
リ
ツ

は
未
だ
強
大
な
軍
事
力
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
間
違
い
な
く
後
の
火
種
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
我
が
騎
士
闘
は
、

一川
の
戦
力
を
取
り
戻
す
の
に
何

十
年
も
か
か
り
ま
す
。
再
び
火
が
起
こ
れ
ば
誰
が
火

を
消
す
の
で
し
ょ
う
か
。

時
も
な
い
こ
と
を
帯
き
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
我

ら
は
最
後
ま
で
戦
い
抜
い
た
の
で
す
。
平
和
が
訪
れ

る
の
だ
と
信
じ
な
げ
れ
ば
、
死
ん
で
い
っ
た
兄
弟
た

ち
が
浮
か
ば
れ
な
い
で
し
ょ
う
」

ジグ.ー
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ー
ス
ラ
ン
は
東
方

て
埋
め
尽
く
さ
れ
た
~

に
姿
を
ず
し
た
ア
シ

F
1

向
か
ヮ
て
高
ら
か
に
動
乱
の

え
て
人
々
は
沸
き
立
っ
た
。
し

で
の
平
和
が
訪
れ
た
わ
け
で
は
な

よ
附
ソ
、
教
会
は
戦
後
処
理
に
お

が
新
た
お
秩
序
構
築
に
は
、
訟

障
害
が
あ
っ
た
。

¥
、

で
古
い
国
が
滅
び
、
そ
れ
に
伏
わ
る

生
ま
れ
た
。
領
土
の
線
引
き
は
い
つ
の
時
伶

し
な
い
問
題
だ
が
、
戦
火
の
及
ば
な
か

全
土
が
対
象
と
な
る
だ
け
に
調

圃岡国岨』
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(
イ
ス
ル
ギ
1
ン
が
最
後
に
書
偽
た
乙
の
番
目

、

に
送
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
ぶ

検
閲
に
回
す
川

取
り
人
で
あ
る
母
親
の
死
別
報
さ
れ
た
た
め
だ
)

¥
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ー
聖
刻
を
影
る
も
の
た
ち

j
、、、

， ， 

-フェン・
l ラマス教の見習い僧侶拳士。亡き父が通した古代の

狩猟偽〈ニキ・ヴアシュマーJレ〉を怒り、広大無辺海アハ

-/の大地を疾風のごとく.駆け抜け、深淵たる聖刻の神

秘と謎に挑む。

• キ
ヴ
ア受
シ
ユ
マ

111 • 
， 

‘『

クリシ子ナの愛機。中原では珍しい西方製の操兵で、クリシュナの ー

祖父が大枚をはたいて取り寄せた機体よ練法の効力をある程度無力r

化する銭面装甲を装備した最新鋭機で、両の腰にさげている ー

のは聖剣アル・ス・レJ1Fである。

ノ

フ
ェ
ン
の
駆
る
操
兵
。
父
親
ハ
オ
の
唯
一
の
形
見
と
し

ピ
ト

Z

っ
か
さ

て
残
さ
れ
た
古
の
操
兵
で
、
世
界
を
司
と
る

『八
の
聖
刻
』

の
《尚
き
操
兵
》
の
一
体
。
聖
都
ア
ラ
ク
シ
ャ
l
で
眠
り
に

-

つ
い
て
い
た
が
、
ハ
オ
の
手
に
よ
っ
て
遅
み
出
さ
れ
フ
ェ
ン

に
託
さ
れ
た
。
背
中
に
は
聖
剣
エ
ル
・

ミ
ュ
ー
ト
が
備
え
ら

れ
て
い
る
。

， 
、

・，， . 

' " 

r 
園田・i

1 ... 

、

-1
1

:

3
 

ミミ
ヘ



園開E一 一， 'r _ 

、
， . 

-バラーハ・
ガルシ の駆る赤銅の操兵。聖刻教会先々代

法皇からストラ家が拝領した機体で、代々スト

.ラ家当主の間で受け継カずれてきた名機。ガル

ンは聖騎士l三昇進しヮモさいに父ジャンよりこの ，

機体を譲り受けた。腰にさげているのは聖剣

プ片・ヴアースキン。

園バラシユ

， . 
、

t 

I " 

-クリシユナ・
ラフトゥ・

輝く狩猟機〈アビ・ルーパ〉を駆る銀髪の食公子。西方

ミナル人の血を引く。ダマス空王国騎士固に所属する騎、 、

士であてLたが、故あって武者f~iTの旅へ出かけ 、 フェンと
出会う。、

。1ラ‘

-
ガ
ル
ン
・
ス

狩
猟
機
《パ
ラ
シ
ュ
・
パ
ラ
l
ハ
》
を
駆
る
誇
り
・一回聞
き
東
方
の
武
人
。
聖
刻
教
会
八
塑
家

の
名
家
ス
ト
ラ
家
の
嫡
子
で
聖
刻
騎
士
団
の
袈
騎
士
だ
ヴ
わ
が、

陰
謀
に
よ
っ
て
無
実
の

罪
を
着
せ
ら
れ
破
門
才
れ
る
。

~ 



聞阻l

、 /

./ 

ダム 1・ターラ・ /
J東方聖刻教令め閣の組

織、 〈聖華八門〉を蛍ね

る謎の人物戸計り知れ

ないカを操る恐怖の練

師であ号。“黒き操

兵"の仮面に魅せら

れ、その使徒とな

る。世界を〈黒〉に

染め上げ.るために

品々な陰謀を張り巡

らせる。

〆

• ベフ
ルヱt

ガノ

‘ 、

聖華八門〈風の門〉のソ

が駆る呪操兵。3本の剛腕と結印用

2本の腕を持つ異形の操兵。風を術の

触媒としており、わすかでも風があればあらゆる気

，象を操作することができる。

/ 

，

.
 

d
 

'''' 

ノ

、、、

'‘J 
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圃圃圃

I 

-ハイダJレ

¥ 

ーアナン，ガ・
聖華八門の長、魔人ダム・ダマラの分身ともいえ '

t る操手。()~の聖主IJ ) のうちで 〈白き操兵〉 ヴアシュ

マールの対極にあたる〈黒き操兵〉。 火水風こtあら

ゆるカを自分のものとして変換する能力を持ち合わ

せている。

〆

‘， 

‘ 、

ー国ユィノ ィルーヌ・ルゥE
聖華八門〈月の門〉のカルラが駆る呪操兵。舟を象徴とす

る幽線をもった操兵で、月の満ち先けと位置に

あわせて様々なまやかしを現出し、関、時を

d 司る術を使用するζとが.

ーできる。

〆

-
カ
ル
ラ
・

月
の
門
の
練
法
肺
で
聖
華
八
門
で
喰
{
の
女
性
術
者
。
月
の
光
を

か
て

、

糧
に
時
と
閣
を
支
配
レ
、
人
の
心
を
欺
く
影
を
操
る
。
幾
星
霜
を
経

た
す
同
位
の
術
者
で
は
あ
る
が
、
そ
の
姿
は
妖
艶
な
美
女
で
あ
る
。
心

い
ち
ず

の
奥
底
に
ゾ
マ
へ
の
一
途
な
想
い
を
秘
め
て
い
る
。

17 
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• 、 _.
旅回りの占布師に育てられた少女。大人v.'シ
口調で周りの人向を翻弄するが、まだ幼さ ユ

は隠せない。妻母の死を契機にフェン一行に L;

~...r' 加わる。敏感な感性の持ち主で、時止して異 v

し J /' 常なまでに勘が鋭くなる。 • 

/ 

， 
~ 

〆

/ 

' 

/ 

〆

フェジの幼なじみで、ラマス教寺院ソーブ

ン寺の官長、ハラハ 4ヴァルマーの養女。実

滅亡したホータン王朝の王家の忘れ形見で

聖都アラクシャーを復活さ aせ

ょうとする練法師たちの

陰謀に巻き込まれ

る。

『， 

/ ー

/ 

/ 

〆

/ 

7ェンの，友人で、遊

ラウ族の戦士長。

若いながら優れた統

率力を掃ち、民の信頼

厚い。

、また、騎馬の戦士とし

ての勇猛果敢さもあた

りに鳴り響川ている。

• I !)， 
ム

ラリ
ファ
，、 /¥

;ふ(し
ネ
、ス，

• 

• 

、

〆

-
イ
ル
・
カ
タ
ム
・

¥ 

TT 

. ，.. 



-
ゼ
ナ
ム
・

グ
ル
ト
ン
ワ
ル
ズ
に
お
い
て
、
ガ
シ
，ユ
力
ル
の
副
{
巨
を

務
め
る
若
武
者
。
子
供
の
頃
か
ら
自
分
を
鍛
え
育
て
て

く
れ
た
ガ
シ

r
ガ

νι
親
の
ご
と
く
慕
い
、
全
幅
の
信
頼

を
お
い
て
い
る
。

-圃

、
一， 

、、

r 
、

、.
グウソ

マ

削
岩
崎
慨
を
恩
わ
せ
る
巨
大
な
腕
が
特
徴
で
あ
る
、
聖
護
八
門
《
土
の
門
》
の

が
口
ト
が
駆
る
呪
燥
兵
。
術
の
触
媒
に
土
を
使
用
す
る
た
め
、
そ
の
行
動
の

ほ
と
ん
ど
は
土
中
に
て
行
わ
れ
、
後
部
か
ら
伸
び
て
い
る
潜
望
限
で
地
上
の

様
子
を
探
る
。

、
‘ 

聞ガリオン 二

・シーカ圃
恐怖の傭兵集団グルーンワ

ルズの団長、ガシュガル・メヒ

ムの手足ともいうべき操兵。

いまはなき祖国、東方の小国

時代から使用'-'-ている機体を

改造したものである。

¥1 

リ 、
.イ、

トノ
ウ

ワニ
ンフ
グ '• 聖華八門〈陽の

門〉のアルパが駆る

呪操兵。機体上部の結

印手は象徴である太陽ー一 一γ

しており、結界内で光、ゑなど初太陽のカを自在に駆使

る。座っている台座は呪封座といい、巨大な呪封筒の類である。

，、〆

19 
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，
 

• 

/ 

ャ-

拘、

r 

F ， 

〆'

合ヱンゾーム'

・イブキ圃

聖華八門〈火の門〉

のパソレサが駆る呪操

兵。、両肩に龍の頭蓋

をもっており、そこか

ら様々宅術を発動さ

せる。頭蓋の後部には呪封筒、

と呼ばれる筒が装備されてお 、

りJ中には前もって術が封入さ

れ-r，:いる。

-フォノ

f -
v 

-シユノ，・7.:ダJt

・デイケーロ・

-・・l

聖
華
八
門
《
水
の

M

門
》
の
シ
|
タ
の
駆
る
呪
練
兵
。

〆

水
晶
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
の
操
兵
は
、
水

を
d
m
媒
と
し
て
様
々
な
術
を
発
動
さ
せ

A
温

る
。
河
辺
や
湖
、
海
な
ど
で
は
絶
大
な
カ
を
発
情
押
す
る
呪
操
兵
で
窃
る
。

¥ 

〆'、
I ‘量釜八門〈金の門〉のガルダが駆る呪操兵。

操兵としては珍じく変形機能を，持ち合わせてお

り、普段は敏捷性が高くパワーのある獣型をし

ているが、高位練法老使用するときl主人型とな

る。

. 

..--

っ
さ
融
と

よ

型

と

こ

に

成

物

む

法

で

植

、込

ノ
線

質

入

札

，

一
千
捌
船
悶

A
E
C

女
図
-

h
フ
'
日
・

で

布

た

機

て
れ
し
口
山

首
引が

/ 

聖書喜八門〈木

の門〉のラー

ジャの駆る呪 '

操兵。樹木を

恩わせる機体

が特徴で、背部から

伸びる樹操鞭を地

面に突き刺し、樹

木を操るごとが

， 
，. 

¥ 

ノ



、、，

". 

1"  

、

ガルンの父親ジャン・ストラと妹の

イネス・ストラ。質実剛健で厳格な性

格のジ‘ャンは聖刻騎士団の団将だった
ひめん

が、教会内部の陰謀によって罷免され

〆 ¥ ト現在は教都ワースランにて幽閉の身と

なっている。一人残されたイネスは、

兄と父の無実を訴えるために、一路教

以〆

、、

t 、 • イ
ネ t

ス
• 、、

〆ス
ト

Jフ

• 
/ 

21 

都へと向かう。

， 

("" 

/" 

、句、

r 

ノ

J¥ 

-・・l
/ 

et 

ジ
，ヤ

ン

、

'‘ 

.' 
ス

f トペ

ラ-
¥ 

~ 

ノ
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， ， 

ノ

註i・のゴ

八聖

ムリ。

子に

家第

Eニニ1:

， ~ 

/ 

聖 家当 主.
r 

" 〆

、

l' ‘" 

あっ

五聖エドン家当主ドワルド・メル・エドン。忠誠心と義侠心に篤い一族として、歴代法王と聖刻騎士団団

将に信頼されてきた名門第四聖ストラ家当主ジャン・ストラ。聖刻教会の頂点でありその象徴でもある現

法王ネーザ・ロズワルド・デ・ラ・オーム。僧侶を束ねる一族として代々教務団統轄総管区長の要職を務

めてきた第三聖カランダル家当主リクド・カランダル。最後にひそかに法王に助言を与えている謎の集団

“老"から送り込まれている監視役、大老タイト。

/ 

.... 戸

ノ

〉

' 〆

f 

合、

¥・

、/

、 }も

¥。

./' 

， 

.、に

，. 

f 
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-聖刻教会法王 i
i者

-圃圃・

ノ

， ， 
， 、

一 一
' 一・ ~ 

¥ 

~. -

e 

i、

1ノ

， 
. 
.、、

、

' 

J 
'1 

-' 

、/~

I ¥ 

/ 

、

-ー

ー

¥ 

コ4
6Ed
ぷ
叫
E
J
Jhん
6
1L
06
1

“

、

左から、ー聖刻騎士団団将を鉦j.ミ輩出してきた名家、第一重クランド家当主ラミシ二7レ・クランド。敬会の

操兵製造に古くからたずさわってきた鍛冶の一族で鍛冶匠合を率いる第八聖ゴウラン家当主ユジック・ゴ

ウラン。教会の金庫番ともいわれている商人の一族、第七聖センサεン家当主ミシャーギ・センザン。八聖

家のなかではもっとも新参ではあるが、新進気鋭の武闘派である第六聖カムリ家当主ク‘ッテン ・カムリ。

聖刻騎士団のなかでは、クランド家についで、要職を担ってきたザトウク家前当主で、現在は家督を息子に

譲り隠居しているラズパーン・ザトウク。「法王の知恵袋」と呼ばれ、智をもって教会を支えてきた名家第

、
， 

4、、
/ 

d 、

23 



〆、

/ 

、， 、
ー

， 

‘ 

-〆

-・・11

¥ 

，〆

.... ， 
‘ 、

‘， 

/ .ヲJII.サ・ジユマータ・
かつてラマールの小姓頭を務めたクランド家の

重臣。八極海の名手て「ヰ部.の猛虎Jという異{sを
もっ第四階梯の聖騎士。ラマールの剣術指南役も

兼ねている。 ，

/ 

‘シ〆

， 
〆

1

・

、

r
 

-
ラ
マ
l
ル
，・ペタ
ラ
ン
ド
・

聖
刻
騎
士
団
先
々
代
団
将
で
あ
っ
た
ラ
ド
ウ

・
ク
ラ
ン

'
ド
-の

孫
で
、
ク
一ラ
ン
ド
家
の
現
当
主
。
祖
父
を
殺
害
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
ガ
ル
ン
捕
縛
と
教
会
に
あ
だ
な
す
《
白

き
操
兵
》
を
討
伐
す
る
た
め
に
、
勅
命
軍
を
率
い
て
教
都

ワ
l
ス
ラ
ン
を
出
発
し
た
。

、

ノ"

~. 

;〆・

J 

， I 

¥ 

， ， 

1. 

， 
、
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〆 a

d 

ノ

， 
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ノ

¥. 

/ 

，-
シ
イ
フ
'• 
バ
イ
ロ
ン
・

、、
，，
EB 

、、

'、

r 

¥/ 

、、

P
ω昨
寸晩、

ノ

d'

V
 

、指
門
ク
ラ
ン
ド
-家
の
先
代
当
主
テ
ド
ウ
・
小
一
フ
、
〆
ド
が
バ

…
法
王
』よ
り
賜
っ
た
由
緒
あ
る
狩
猟
機
で
、
現
在
ぱ
孫
の
ラ

マ
l
ル
が
受
け
継
い
で
い
る
。、虎
の
頭
ーを
か
た
ど
っ
た
兜
は
、
当
時
ラ
ド
ウ
が
聖
刻
騎
士
団
北

部
方
面
軍
、
通
称
「
虎
」
の
軍
の
将
に
つ
い
て
い
た
こ
と
に
因
ん
で
い
る
。
か
つ
て
は
こ
の
機
体

の
腰
に
パ
ラ
シ
ュ
・
パ
ラ
i
ハ
の
聖
剣
プ
レ
・
ヴ
ァ
l
ス
キ
レ
が
吊
る
さ
れ
て
い
た
。

ー〆

， 
， . 

~， 

/ 

¥ 

11 

r' 

I 、

、

2ラ



F 

、

¥ 

-¥ 

1. 1 

.・.

調」

〆J
、/

-フエノ・ヤクーシャ

、、

、

-キランデイ置

I -

A 

隠れ練法師の里に伝わる古操兵であ町、聖刻教会製のも

の;ではない。左肩に龍の頭蓋を模した呪封筒発射器を装備

する〈火〉の呪操兵である。
イ

/ 

， 

----
/ 

J 

、
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DATA:聖刻1ρ.92第 6巻

ピi7t風の快男児」

カバーィちストメ幡池裕行J
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聖刻 1092

の
世界

ヲもハ
i
シ戸ほ】

古
の
言
葉
で
「
ふ
た
り
の
神
」
、

あ
る
い
は
「
わ
か
れ
た
言
葉
、

力
」
と
い
う
意
味
の
ア
ハ
|
ン

と
い
う
名
を
持
つ
こ
の
大
陸
は
、

三
つ
の
地
域
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。

ま
ず
、
大
陸
の
東
地
域
は
〈
東

方
〉
と
呼
ば
れ
、
〈
聖
刻
〉
の
偉

大
な
る
力
を
崇
め
る
宗
派
に
よ

っ
て
統
合
が
計
ら
れ
、
神
秘
的
、

呪
術
的
な
要
素
の
色
濃
い
文
化

圏
が
存
在
す
る
。

一
方
、
西
地
域
は

〈
西
方
〉

と
呼
ば
れ
、
東
方
と
は
異
な
る

唯
物
主
義
的
な
文
化
圏
が
存
在

し
、
日
々
生
産
に
従
事
す
る
あ

る
一
つ
の
組
織
に
よ
っ
て
調
和

が
計
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ

カ

グ

ラ

の
文
化
圏
は

〈
交
易
路
〉
と
呼

ば
れ
る
道
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、

相
互
交
流
が
な
さ
れ
て
い
る
。

東
方
、
西
方
の
中
間
に
位
置

す
る
の
が

〈
中
原
〉
と
呼
ば
れ

る
地
域
で
あ
る
。
中
原
は
他
の

地
域
の
倍
以
上
の
広
さ
を
持
ち

な
が
ら
も
、
人
跡
未
踏
の
地
が

多
く
、
未
だ
開
拓
期
に
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
統

制
の
と
れ
た
文
化
圏
は
ほ
と
ん

ど
存
在
せ
ず
、
交
易
路
に
よ
っ

て
も
た
ら

8
れ
る
東
西
ど
ち
ら

か
の
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い

る
地
域
が
大
半
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
の
交
易
路
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
文
化
ば

か
り
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
幾

聖
刻
の
力
満
ち
溢
れ
る
大
地
ア
ハ

l
ン
。
そ
こ

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
様
々
な
現
象
、
事
象
、
人
間

模
様
。
人
は
常
に
聖
刻
の
恩
恵
を
求
め
て
争
い
を

続
け
、
ア
ハ

i
ン
は
そ
の
す
べ
て
を
見
守
っ
て
き

た
。
父
で
あ
り
、
母
で
あ
り
、
友
で
あ
り
、
敵
で

あ
る
こ
の
大
地
に
聖
刻
の
市

語
の
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。

千
幾
万
リ
ー
に
も
お
よ
ぶ
長
き

道
は
、
太
古
の
昔
か
ら
今
日
に

至
る
ま
で
、
果
て
る
こ
と
の
な

い
戦
乱
を
も
運
ん
で
き
た
の
で

あ
る
。
中
原
は
常
に
東
西
両
文

化
圏
の
標
的
に
な
り
、
度
重
な

る
侵
略
を
受
け
て
き
た
。
さ
ら

に
中
原
制
覇
を
唱
え
る
諸
国
の

争
い
も
多
く
、
戦
乱
の
尽
き
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

ア
ハ
|
ン
で
は
、
総
て
の
事

象
は
聖
刻
の
計
ら
い
に
よ
る
も

の
と
い
う
思
想
が
強
く
根
づ
い

て
い
る
。
そ
れ
は
聖
刻
を
信
仰

す
る
東
方
の
民
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
目
に
見
え
る
も
の
以
外

を
信
じ
な
い
西
方
の
民
で
す
ら

例
外
で
は
な
か
っ

た
。

聖
刻
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
司

-・・111

る
力
に
し
て
意
志
と
さ
れ
、
運

命
の
同
義
語
と
し
て
も
語
ら
れ

る
。
人
が
大
地
に
生
を
享
け
る

の
も
、
争
い
に
よ
っ
て
終
末
を

迎
え
る
の
も
聖
刻
が
定
め
し
運

命
で
あ
る
と
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
や
が
て

人
は
こ
の
聖
刻
の
力
を
体
現
す

る
術
を
手
に
入
れ
る
。
聖
刻
の

力
が
宿
っ
た
鉱
石

〈
聖
刻
石
〉

か
ら
、
そ
の
力
を
導
き
出
す
の

で
あ
る
。
こ
の
石
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
奇
跡
の
技
は

〈
練
法
〉

と
呼
ば
れ
、
聖
刻
の
力
を
信
仰

の
対
象
と
し
て
い
る
東
方
な
ど

は
、
率
先
し
て
練
法
を
学
問
や

技
術
の
体
系
と
し
て
伝
え
よ
う

と
研
究
を
進
め
て
い
る
。
そ
し

て
高
度
な
知
識
を
備
え
、
厳
し

い
修
行
に
よ
っ
て
術
を
習
得
し

た
者
は

〈
練
法
師
〉
と
呼
ば
れ

た
。
練
法
師
は
日
々
聖
刻
の
真

理
を
求
め
て
大
陸
中
を
排
佃
し

34 
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た
。
練
法
師
は
日
々
聖
刻
の
真

理
を
求
め
て
大
陸
中
を
俳
個
し

て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
練
法
と
は
別
に
聖
刻
の

力
を
具
現
化
す
る
も
の
と
し
て

〈
操
兵
〉
が
存
在
す
る
。
操
兵

は
古
の
技
を
も
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
巨
人
騎
士
で
、
伝
承
で
は

意
志
を
持
ち
、
神
の
代
行
者
と

す

し
て
民
を
統
べ
て
い
た
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
代
に

蘇
っ
た
神
の
代
行
者
は
か
つ
て

の
力
を
失
い
、
人
に
よ
っ
て
操

作
さ
れ
る
武
具
と
成
り
果
て
た
。

民
は
競
っ
て
こ
の
聖
刻
の
巨
人

騎
士
を
求
め
、

〈
操
丘
(
〉
を
得
た

者
は
強
大
な
力
を
手
に
入
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

数
々
の
聖
刻
の
奇
跡
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
ア
ハ

i
ン
。
人
は

聖
刻
の
掌
の
上
で
踊
、
り
さ
れ
る

よ
う
に
生
ま
れ
、
争
い
、
そ
し

ア
ハ
l
ン

て
死
ん
で
い
く
。
大
地
は
そ
の

果
て
し
な
い
繰
り
返
し
を
じ
っ

と
見
守
り
続
け
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
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ア
ハ

l
ン
の
中
央
に
位
置
し
、

最
大
の
面
積
を
ほ
こ
る
地
域
。
し

か
し
未
だ
人
知
の
お
よ
ぶ
地
域
は

限
ら
れ
て
い
る
。
苛
酷
な
環
境
の

も
と
、
人
は
広
大
な
大
地
を
旅
し
、

新
た
な
聖
刻
の
奇
跡
を
発
見
す
る
。

そ
こ
は
〈
中
原
〉
、
未
知
な
る
太
古

の
歴
史
が
今
も
な
お
埋
も
れ
る
地

で
あ
る
。

【
中
原
と
は
】

-・・・11

中
原
は
大
陸
の

中
央
に
位
置

し
、
東
方
や
西
方
の
倍
以
上
も
の

ト
4
F
2

フ

広
大
な
地
域
を
擁
し
て
い
る
。
し

か
し
、
人
が
生
活
を
営
め
る
地
域

は
少
な
く
、
そ
の
わ
ず
か
な
地
域

も
ほ
と
ん
ど
が
荒
野
や
草
原
で
、

乾
い
た
砂
漠
に
よ
っ

て
年
々
浸
食

を
受
け
て

い
る
。
人
々
は
さ
さ
や

か
な
農
耕
地
を
守
り
、
子
を
生
み
、

育
て
て
い
る
。
い
ま
だ
開
墾
さ
れ

て
い
な
い
土
地
も
多
く
、
天
災
と

も
無
縁
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
草

原
に
は
遊
牧
民
の
ひ
づ
め
の
音
が

高
ら
か
に
響
き
わ
た
り
、
秋
の
収

穫
時
期
と
も
な
れ
ば
集
落
沙
叫
は
、

実
り
を
感
謝
す
る
祈
り
と
宴
の
さ

る
東
方
聖
刻
教
会
に
と
っ
て
未
開

一
【
中

原

全

国

]
一

.チヱンの建国
・ 〈ダマ スタ独立戦争〉勃発 (~ 124 3年)
.ダマス タの建国
・ラウマーナ、帝国の解体を宣言。ホータン

王朝に移行
・ 〈東方戦争〉勃発 (~ 1 40 1 年) 。 ハムル地方

が東方の手に落ちる
.チェン、圏内遊牧民の反乱により滅亡。ウ

ルオ ゴナ建国
・ 〈ダマスタ=キタン戦争〉勃発(~ 1 490年)
・ 〈東方動乱〉 勃発 (~ 1 532年)
.シン、ハムル地方を奪回
・ 〈第一次ダマスタ=ウルオ ゴナ戦争〉勃発

(周年終結)
.ウルオゴナ、ホータンに侵攻。ホータン滅亡
.ダマスタとシン、軍事同盟を締結
.レイケン、南北に分裂(1535年に再統合)
.ウルオ ゴナ、旧ホークン領を放棄
.ホ--7ンの復興
・ 〈東アグの戦い〉

1235年
1239年
1240年
1244年

.古代帝国 〈ラ〉の建国
・ 〈ラ〉帝国、ラ ・タン(東部主主)、ラ・マン

(南部域)、ラ ・カン(西部域)の三国に介裂 :
・ 〈 ラ三王朝戦争〉 勃発 (~699年)
.ラ・タン、 滅亡する。以後、中原東部域は ・

ラ ・カンの支配地となる : 
・ラ ・カン、中原全土を支配 . 
・ 〈第一次西方戦争〉勃発。西方ラウマーナ

帝国、中l京に進出 : 
.ラ ・カン、東南部のウラカイ に遷都 f 
.ラウマーナ、ツンホワン山脈まで征服 今

・ラウマーナ、アラクシャーに滋都 : 
.ラ・カン滅亡。シン建国(ウスリク王草月
・西方北 ・西部域において反乱勃発。ラウマ :

ーナ帝国は西方領土の 1/3を失う (西方暦 1522年
1487年)

・ラウマーナ=シン問に 〈十年戦争〉勃発 1527年
(~1188年 1 53 1 年

・現パルテイア地方にあった/liIJ王者Hレミュー:
ラが陥落。パルティアの独立

1398年

1435年

14871手
1503年
1510年
1518年

元年

564年

602年
611年

919年
1098年

1113年

1118年
1136年
1155年

1177年

ざ
め
き
も
聞
こ
え
て
く
る
。

東
西

二
大
文
化
圏
か
ら
見
れ

ば、
'
未
発
達
に
見
え
る
社
会
も
、

カ

グ

ラ

交
易
路
を
介
し
て
新
し
い
文
化
を

吸
収
し
、
成
長
の
過
程
に
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
交
易

路
の
周
辺
に
は
野
望
や
術
策
が
渦

巻
い
て
い
る
。
東
西
交
流
の
要
衝

た
る
中
原
で
は
、

東
方
、
西
方
の

思
惑
が
複
雑
に
絡
み
合
う
。
新
た

な
知
識
の
発
見
を
求
め
る
西
方
工

兄
会
と
、
聖
刻
の
奇
跡
を
探
求
す

秀
剖
に
追
U
や
ら
れ
た
力
ン
王
彰

も
内
乱
に
よ
っ
て
シ

ン
へ

と
王
朝

刊
'タ
タ一
丁

〈

』ド
E
R
ま
ま
ま
司尼

E
ヲ

-刻
刻
刻
刻
刻
刻
刻
刻
刻
刻
刻
割問
一

mh
u
n
υ
h
u
n
u
n
υ
h
υ
n
M
n
υ
n
υ
h
υ
n
υ
m
w一
円
リ
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器
時
持
と
も
な
れ
U
集
落
加
山
川
J
M
M

実
り
を
感
謝
す
る
祈
り
と
宴
の
さ

る
東
方
聖
刻
教
会
に
と
っ
て
未
聞

の
地
が
多
い
中
原
は
、
恰
好
の
標

的
な
の
で
あ
る
。
中
原
進
出
を
計

る
両
組
織
は
、
綿
密
に
、
あ
る
い

し

い

て

き

は
窓
意
的
に
中
原
に
介
入
し
、
民

は
望
む
者
も
望
ま
ぬ
者
も
、
闘
い

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。

【
中
原
の
歴
史
}

中
原
の
歴
史
は
古
代
帝
国
〈
ラ
〉

の
建
国
に
始
ま
る
。
〈
ラ
〉
は
四
世

紀
に
わ
た
っ
て
中
原
の
三
介
の

一

を
領
土
と
し
た
が
、
や
が
て
は
タ

ン
、
カ
ン
、
マ
ン
と
い
う
三
つ
の

王
朝
に
分
裂
、
互
い
に
争
い
を
繰

り
返
し
た
。
そ
し
て
生
き
残
っ
た

力
ン
王
朝
は
、
九
世
紀
に
は
ほ
ぼ

中
原
の
全
域
を
手
中
に
納
め
て
い

た
。
だ
が
、

こ
こ
に
西
方
か
ら
の

勢
力
が
進
出
し
て
き
た
。
交
易
路

に
沿
っ
て
東
進
し
て
き
た
西
方
の

ラ
ウ
マ

|
ナ
帝
国
が
カ
ン

王
朝
に

戦
い
を
挑
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

後
に

〈
第

一
次
西
方
戦
争
〉
と
よ

ば
れ
る
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て
、
ラ

ウ
マ

|
ナ
帝
国
は
中
原
西
部
か
ら

中
南
部
ま
で
の
地
域
を
奪
取
し
、

力
ン
王
朝
は
中
原
東
部
に
追
い
や

ら
れ
て
し
ま
う
。
ラ
ウ
マ

l
ナ
の

東
進
王
は
、
中
原
支
配
を
恒
久
的

な
も
の
と
す
る
た
め
、
ア
ラ
ク
シ

ャ
l
に
壮
大
な
都
を
築
き
、
王
都

を
移
し
た
。

そ
の
後
、
ラ
ウ
マ

l
ナ
王
朝
も

十
三
世
紀
半
ば
に
は
滅
亡
し
、
そ

の
領
土
は
キ
夕
、
/
、
ダ
マ
ス
夕
、

ホ
|
タ
ン
、
レ
イ
ケ
ン
、
パ
ル
テ

ィ
ア
、
ナ
リ
ー
ル
、
チ
エ
ン
の
七

つ
の
国
家
に
『
分
裂
す
る
。

一
方、

第

一
次
東
方
戦
争

中
原
に
上
陸
し
た
東
方
の
窓
努
に
シ
ン
軍
は
瞬
く
問
に
打
ち
破
ら
れ
、

ハ
ム
ル
地
方
は
東
方
の
手
に
溶
ち
て
し
ま
っ
た

遊牧民の戦士
中原各地には、多くの遊牧民の部族が住

んでいる.彼らは勇敢な戦士でもあり戦
いぶりには定評がある.馬上で戦いやす

いように曲剣と弓矢を携えることが多い

・・・・・・・・・・・......... 

ー.;.f~1ÍliJ_I;WJ経詞I~{j=.fニ:t ilitl-';:::(IÆ;l街・ー
午前日 i房~~需の刻

E隠~ーの刻
4時~二の刻
B 時~三の~J
B 時~四の~J
1日時~五の刻

午後 日 時~六の~J
E 時~七の~J
4時~八の刻
B 時~九の~J
B 隠~十の~J
盟堕-+-0)型

24時間 (l2刻)

土(ツ)
水(シユ)
陽 (リイ)
盆(キン)
木 {ムウ)
火{フォ)
月{ユイ)
風 {フエ)

29白
羽田
32日
31日
31白
羽田
31白
羽田
31日
32日
間日
30日
368目

1月(アーモ)
2月(イシユー)
3月(ボゥ)
4月(ピシュム)
5月(ガルワ)
B月(カナル)
7月(シアラ)
B月(ラマン)
B月(イム)
10月(エン)
11月(タグリー)
12月(コーマ)

12カ月

備
考
/
中
原
の
底
は
太
掲
暦
(
ラ
・
ズ
ゥ
)

で
あ
る
。
物
館
の
始
ま
っ
た
年
は
中
原
底
1

5
3
7
年
。
東
方
暦
に
お
い
て

2
4
6
2
年

に
あ
た
る
.

竪

た

高

一

を
れ
の
る
・

貧
み
来
あ
・

清
ま
本

に

。
に

、
際

一

る
栄
は
戸
十

い
虚
靭
瀬
・

が
、
王
の

土
賂
タ
か
一

時
明
賄
ス
う
一

の
や
マ
ど

類
醐
盟
ダ
か

・

士
種
世
在
る

一

奇

二
、
現

き

.

均
一
は
と

。
で

-

M
に
士
る
持
・

4
J
A
Y

騎
あ
総
・

ス
ス
る
で
を
一

マ
マ
す
土
さ
い

ダ
ダ
持
駒
貧
・

B白 (46週)

な
知
識
の
発
見
を
求
め
る
西
方
工

究
会
と
、
聖
刻
の
奇
跡
を
探
求
す

東
部
に
追
U
や
ら
れ
た
カ
ン
王
彰

も
内
乱
に
よ
っ
て
シ
ン
へ
と
王
朝

が
移
行
し
、
中
原
は
ほ
ぼ
現
在
の

体
制
に
近
い
形
と
な
っ
た
。

十
四
世
紀
末
、
中
原
は
新
た
な

L

，E
&
v
 

a
筒
威
に
晒
さ
れ
た
。
東
方
南
部
連

合

〈
ア
ン
シ
ャ
ン
〉
の
中
原
侵
攻
、

い
わ
ゆ
る

〈
第

一
次
東
方
戦
争
〉

の
勃
発
だ
。
東
方
軍
の
士
気
は
高

く
、
補
給
も
充
介
だ
っ
た
。
防
波

堤
と
な
る
べ
き
シ
ン
軍
は
瞬
く
聞

に
打
ち
破
ら
れ
、

一
時
は
シ
ン
国

王
が
王
都
を
捨
て
ダ
マ
ス
タ
と
の

国
境
近
く
ま
で
退
い
た
。
東
か
ら

の
脅
威
に
、
ホ
ー
タ
ン
、
ダ
マ
ス

タ
の
両
国
は
共
に
シ
ン
に
派
兵
。

ま
た
参
戦
し
な
か
っ
た
他
の
諸
国

も
、
少
な
か
ら
ぬ
援
助
物
資
と
義

勇
兵
を
送
っ
て
い
る
。
危
機
に
際

し
て
一
枚
岩
と
な
っ
た
中
原
は
強

く
、
破
竹
の
勢
い
で
進
撃
し
た
東

方
軍
も
足
が
鈍
り
、

一
四
O
一
年

に
は
侵
攻
を
断
念
し
て
軍
を
西
ア

グ
河
以
東
に
退
け
て
い
る
。

十
五
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
ウ

ル
族
の
率
い
る
遊
牧
民
に
よ
っ
て

チ
ェ
ン
が
滅
ぼ

8
れ
、
代
わ
っ
て

騎
馬
民
族
国
家
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
が
建

国
さ
れ
た
。
十
六
世
紀
に
入
り
、

ウ
ル
オ
ゴ
ナ
は
ダ
マ
ス
タ
領
に
攻

め
込
む
が
、
補
給
の
失
敗
か
ら
砂

漠
越
え
で
多
く
の
人
員
を
失
い
、

オ
ズ
ノ
山
脈
の
手
前
で
ダ
マ
ス
タ

軍
に
墜
退
さ
れ
た
。
こ
の
戦
い
で

教
訓
を
得
た
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
は
、
次

の
遠
征
で
は
ま
ず
砂
漠
に
点
在
す

る
オ
ア
シ
ス
を
経
由
す
る
補
給
路

を
確
保
し
た
。
だ
が
、
五
万
も
の

軍
勢
が
向
か
っ
た
先
は
、
ダ
マ
ス

タ
で
は
な
く
ホ
|
タ
ン
だ
っ
た
。

ま
っ
た
く
侵
攻
を
予
期
し
て
い
な
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中
原
に
は
現
在
八
つ
の
国
家
が
群

雄
割
拠
し
て
い
る
。
広
大
な
中
原
の

土
地
柄
、

一
国
あ
た
り
の
領
土
は
東

方
や
西
方
の
そ
れ
に
比
べ
て
と
て
つ

も
な
く
広
い
が
、
一
応
領
土
と
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
自
の
行

き
届
い
て
い
な
い
部
分
も
か
な
り
あ

る
。中

原
に
お
け
る
交
易
路
の
ほ
ぼ
中

央
に
位
清
汁
る
ダ
マ
ス
タ
は
、
西
方

勢
力
の
放
逐
を
企
て
る
シ
ン

王
朝
の

後
押
し
に
よ
っ
て
ラ
ウ
マ
|
ナ
帝
国

か
ら
独
立
し
た
。
基
本
的
な
文
化
様

式
は
ラ
ウ
マ

l
ナ
を
受
け
継
い
で
い

る
た
め
、
根
本
に
は
西
方
文
化
が
見

え
隠
れ
す
る
が
、
囲
内
に
旧
来
の
豪

か
っ
た
ホ
|
タ
ン
は
ひ
と
た
ま
り
も

な
く
滅
び
た
。

【
中
原
の
国
家
}

反
乱
に
よ
っ
て
チ
エ
ン
王
朝
を

38 
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貴
婦
人

一
政
治
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
彼
女
た
ち
の
発
雷

・
は
な
ま
じ
な
騎
士
な
ど
よ
り
も
鹿
み
が
あ
る
こ
と
が
多
い

ダパーヴァ王宮

ダマスタの首都ダパーヴァで見られるのは務や

かな宮廷政治であり、多くの貧締人が出入りし、

寧綾などにおいても形式や手順の方が優先され

る傾向がある

・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... 

一
ミ
ナ
ル
商
人

・
西
方
に
徳
を
持
つ
ミ
ナ
ル
人
は
、
中
原
に
お
い
て
強
欲
な
商
人

一
の
代
名
問
と
し
て
箆
ら
れ
る
.
彼
ら
に
か
か
れ
ば
商
品
に
な
ら

ぬ
も
の
は
な
い
と
い
う

族
が
多
数
残
っ
て

い
る
た
め
、
国
家

全
体
の
傾
向
と
し
て
は
西
方
と
一
線

を
画
し
て
い
る
。

ホ
ー
夕
、
/
は
帝
国
の
解
体
後
、
ラ

ウ
マ
|
ナ
か
ら
移
行
さ
れ
て
建
て
ら

れ
た
王
朝
で
あ
る
。
帝
国
の
正
統
な

流
れ
を
汲
む
王
朝
で
あ
る
た
め
、
帝

国
か
ら
独
立
し
た
七
ヵ
国
の
中
で
は

中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
十
六

年
前
、
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
に
よ
っ
て
攻
め

滅
ぼ
さ
れ
、
生
き
残
っ
た
民
も
中
原

に
散
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
近
年
、

帰
還
し
た
王
女
を
立
て
て
民
が
決
起

し
再
興
を
果
た
し
た
。

キ
タ
ン
は
地
母
神
力
リ

l
マ
を
崇

め
る
宗
教
国
家
で
あ
る
。
中
原
で
は

珍
し
い
女
帝
を
王
に
戴
く
国
家
で
、

女
子
の
家
督
相
続
を
認
め
て
い
る
。

か
つ
て
は
隣
国
ダ
マ
ス
タ
と
戦
争
状

態
に
あ
っ
た
が

一
四
九

O
年
に
終
結

し
て
い
る
。

五
十
余
り
の
一
一
家
族
に
よ
る
連
合
制

を
敷
い
て
い
る
の
が
レ
イ
ケ
ン
で
あ

る
。

一
応
、
国
の
体
裁
は
整
え
て
い

る
も
の
の
、
豪
族
同
士
の
争
い
が
絶

え
ず
、
一
戦
乱
は
絶
え
な
い
。

ナ
リ
ー
ル
は
西
方
や
東
方
に
向
け

て
輸
出
す
る

F
R、
煎
茶
、
香
辛
料

な
ど
で
財
政
を
賄
っ
て
い
る
農
業
国

家
で
あ
る
。
た
だ
し
中
原
国
家
の
特

徴
で
あ
る
降
水
量
の
少
な
さ
で
、
他

の
農
作
物
の
収
穫
は
乏
し
く
、
国
力

は
低
い
。

ラ
ウ
マ
|
ナ
帝
国
か
ら
最
も
早
く

独
立
し
た
パ
ル
テ
イ
ア
は
、
西
方
の

脅
威
を
真
っ
先
に
受
け
る
最
西
部
に

位
置
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
東
方
聖

刻
教
会
か
ら
多
量
の
操
兵
を
購
入
し

て
、
侵
攻
に
備
え
て
い
る
。

的
に
戦
力
が
上
で
あ
っ
た
が

ン
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反
乱
に
よ
っ
て
チ
ェ
ン
王
朝
を

滅
ぼ
し
て
建
国
さ
れ
た
ウ
ル
オ
ゴ

ナ
は
、
百
二
十
も
の
部
族
か
ら
な

る
騎
馬
民
族
国
家
で
あ
る
。
人
口

増
加
と
、
ゴ
ナ
砂
漠
の
拡
大
に
よ

っ
て
領
土
の
草
原
が
不
足
し
て
き

た
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
は
他
国
へ
の
侵
攻

を
開
始
。
ホ
l
タ
ン
を
滅
ぼ
し
た

も
の
の
、
ダ
マ
ス
タ
へ
の
侵
攻
は

五
度
に
わ
た
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ

て
い
る
。

{
中
屋
東
部
域
-
ラ
国

シ
ン
国
は
中
原
の
東
の
端
に
位

置
し
、
東
方
と
の
接
点
に
当
た
る

国
で
あ
る
。
そ
の
境
界
線
と
も
い

う
べ
き
ア
グ
河
を
挟
み
、
東
方
と

は
力
ン
王
朝
の
時
代
よ
り
何
度
と

な
く
戦
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
ア

グ
の
二
つ
の
支
流
の
聞
に
広
が
る

肥
沃
な
三
角
洲
地
帯
を
巡
っ
て
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
多
く
の
操
兵
を

保
有
す
る
東
方
軍
の
ほ
う
が
圧
倒

シ
ン
の
王
族

シ
ン
は
、
現
在
の
中
原
の
歴
史
と
と
も
に
生
ま
れ

た
古
代
帝
国

会
フ
〉
を
継
承
す
る
も
の
で
、
中
原

に
お
い
て
独
特
の
伝
統
と
機
式
を
持
っ
て
い
る

ミ

て

日
伝
甘
う
に
傍
、
ス

守
、
L
F
。

的
に
戦
力
が
上
で
あ
っ
た
が
、
シ

ン
軍
は
強
力
な
水
軍
を
も
っ
て
対

抗
し
た
。

最
大
規
模
の
戦
が
中
原
暦

一三

九
八
年
の

〈東
方
戦
争
〉
で
あ
る
。

東
方
が
中
原
進
出
を
企
図
し
て
、

南
部
域
連
合
軍

〈
ア
ン
シ
ャ
ン
〉

を
組
織
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
大

軍
を
も
っ
て
ア
グ
を
渡
河
。

一
時

U
ゅ
う
り
ん

シ
ン
は
国
土
の
半
介
を
践
醐
さ
れ

た
が
、
ダ
マ
ス
タ
と
ホ

l
タ
ン
の

参
戦
に
よ
っ
て
、

一
四

O
一
年
、

東
方
軍
を
ア
グ
の
対
岸
に
退
け
た
。

お
お
や
り

余
り
公
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、

こ
の
際
、
西
方
工
呪
会
は
た
だ
の

よ
う
な
値
段
で
、
多
数
の
操
兵
を

シ
ン
に
譲
り
渡
し
て
お
り
、
こ
れ

が
大
き
な
勝
因
と
な
っ
た
。

東アグの戦い

投石器や聖者弓を使用する東方の大型艦に対し、シン水1llの中型倒鑑は鐙首の衝戸1による

体当たり攻懇で応戦した

シン水軍中型関車監
シン水車の主力となるこ本柱の中

型倒鐙。船体は長さ八 リート、幅

一リー卜半、高さは吃水線より計

って半リート.船底は浅く、水か
さの少ない水域でも航行できるよ

うになっている

-・・・・・・・・・・・・・・・・.
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こ
よ
っ
て
こ
そ
本
当
乃
挙
直
面
を
呼

ラ
マ
ス
の
僧
正

ラマス僧の修行風景
境内で気関法や拳法の修行を行な

うラマス{曲。武術系の修行は、頑

健な肉体を作りあげ何事にも負け

ぬ、ねばり強い精神を築〈という

意味を持っている

八
角
怒

八
角
と
は
ラ
マ
ス
教
に
お
い
て
世
界
の
仕
組
み
を
鋭
〈

出
向
念
で
あ
る
。
運
命
に
は
外
的
な
要
因
と
内
的
な
姿
因

が
あ
り
、
究
極
的
に
は
こ
つ
の
要
素
の
同
組
み
合
わ
せ
を

積
み
鑑
ね
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.
こ
の
板
に

は
、
二
図
、
四
果
、
八
応
、
八
絡
の
概
念
が
図
索
で
示

さ
れ
て
い
る

》

れる

中
原
に
は
交
易
路
を
通
じ
て
東
西

の
文
化
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
実
に
多
様
な
宗
教
が
存
在

し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
国

教
と
民
間
で
奉
じ
る
神
が
違
う
場
合

も
あ
り
、
対
外
的
に
国
教
を
持
つ
て

は
い
て
も
、
実
際
に
は
王
族
の
祖
先

を
祭
っ
て
い
る
国
も
存
在
し
、
東
方

の
聖
刻
教
を
奉
じ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

西
方
の
八
柱
神
を
崇
め
る
も
の
も
い

る
。【ラ

ス
教

マ

中
原
で
最
も
広
く
民
間
に
浸
透
し

て
い
る
の
は
、
ダ
マ
ス
タ
郊
外
に
総

本
山
を
持
つ

〈
ラ
マ
ス
教
〉
で
あ
る
。

ラ
マ
ス
教
は
ラ
・
カ
ン
王
朝
の
王

族
で
あ
っ
た
聖
者
カ
ル
タ
・
オ
ム
・

ラ
マ
ス
を
開
祖
と
す
る
宗
教
で
あ
る
。

聖
者
一
フ
マ
ス
は
奉
仕
と
自
己
研
鎖
を

怠
る
こ
と
な
く
常
に
自
ら
の
心
身
の

.
』
レ
，ら』

h

日“""

鍛
練
を
続
け
、

つ
い
'に
は
天
の
理
を

〈

K
〈

悟
る
に
至
り
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、

民
衆
を
救
済
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

中
原
で
は
現
在
の
歴
史
が
始
ま
っ

て
以
来
戦
乱
が
絶
え
ず
、
民
衆
は
常

に
貧
窮
し
て
い
た
。
ラ
マ
ス
教
は
そ

の
た
め
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
な
い
。
度
重
な
る
戦
乱
の
な
か
、

ラ
マ
ス
僧
は
民
衆
へ
の
奉
仕
や
侵
略

者
の
排
除
、
部
族
聞
の
調
停
な
ど
を

行
な
う
集
団
と
し
て
社
会
的
に
認
知

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
マ
ス
に
お
い
て
語
ら
れ
る
教
え

は
、
神
に
依
存
し
て
漫
然
と
救
済
を

待
つ
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
努
力

待
、
よ
り
受
一グ
継
が
れ
た
数
え
が
、

40 -
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に
よ
っ
て
こ
そ
本
当
の
幸
福
を
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
に

基
づ
い
て
お
り
、
神
の
言
葉
は
そ

の
導
き
で
し
か
な
い
と
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
人
の
努
力
が
及
ば
な

い
と
き
は
、
ラ
マ
ス
の
使
徒
で
あ

る
僧
侶
研
持
て
る
力
を
振
り
絞
り

救
済
に
努
め
、
僧
の
力
も
及
ば
な

い
よ
う
な
時
、
よ
う
や
く
神
は
人

の
努
力
を
認
め
御
手
を
差
し
伸
べ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ラ
マ
ス
僧
は
神
の
教
え
の
忠
実

な
る
実
践
者
で
あ
る
。
神
に
成
り

替
わ
り
、
神
聖
な
る
言
葉
を
広
め
、

民
衆
を
導
く
者
た
ち
で
あ
る
。
ま

た
、
ラ
マ
ス
の
救
済
は
信
者
で
あ

る
な
し
と
い
っ
た
区
別
は
な
い
。

苦
し
み
悩
め
る
民
の
総
て
を
分
け

隔
て
な
く
扱
う
。
時
に
よ
っ
て
は

僧
侶
自
ら
が
武
器
を
持
ち
、
民
の

盾
と
な
っ
て
理
不
尽
な
暴
力
や
略

奪
と
戦
う
こ
と
も
あ
る
。

本
質
に
お
い
て
、
聖
者
ラ
マ
ス

の
業
績
を

‘継
承
す
る
行
為
が
民
衆

を
救
う
基
と
な
る
。

ダ
マ
ス
タ
な
ど
で
国
教
と
さ
れ

て
い
る

〈
カ
ル
パ
ラ
教
〉
も
中
原

の
交
易
路
沿
い
の
交
易
都
市
な
ど

で
多
く
奉
じ
ら
れ
て
い
る
宗
派
で

あ
る
。
力
ル
パ
ラ
教
で
は
、
聖
者

ラ
マ
ス
な
ど
は
カ
ル
パ
ラ
の
主
神

で
あ
る
炎
の
神
力
ル
パ
ラ
の
従
神

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
ル

パ
ラ
教
が
中
原
の
土
着
信
仰
を
手

当
た
り
次
第
に
統
合
し
た
た
め
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
キ
タ
ン
の
国
教

・
地
母
神
力
リ
|
マ
や
、

〈
ラ
〉
の

ラマスの法具
ラマス僧が、民人に鯖われて儀式的な行事を執り行なうときに使用する法具の数々。

E誌を払う音文とl廷を写しだす鏡、そしてひとつひとつの玉が生命力を級徴する玉飾

りである

i八ツ王飾り ( (八角鑑(鏡)一叉
一

一音

一

一盤
一

-角
-

-
八

一

は
、
ニ
図
、
四
果
、
八
応
、
八
報
の
四
時
念
が
図
案
で
示

さ
れ
て
い
る

教典
ラマスの教緩や、{世に探せられる

規範が記してある木簡・.................• 

時
代
よ
り
受
け
継
が
れ
た
教
え
が
、

ラ
・
タ
ン
を
経
て
、
こ
の
地
方
の
土

着
宗
教
と
結
び
つ
い
て
変
質
し
、
農

耕
民
族
的
性
格
を
帯
び
た
シ
ン
国
の

〈
パ
ハ
|
ル
教
〉
な
ど
が
中
原
で
は

著
名
な
宗
派
で
あ
る
。

{
気
功
術
・
気
闘
法
}

プ
ラ

l
ナ

気
功
術
と
は
、

〈
気
〉
を
制
御
し
、

肉
体
の
潜
在
的
能
力
を
顕
在
化
さ
せ

る
術
で
あ
る
。
病
気
と
は
、
体
内
の

気
脈
(
経
絡
)
に
お
け
る
気
の
流
れ

の
悪
化
に
よ
っ
て
起
-
}
る
肉
体
諸
器

官
の
変
調
で
あ
る
。
無
論
外
見
的
な

要
因
も
あ
る
が
、
大
半
の
病
は
気
の

不
整
脈
を
直
す
こ
と
で
回
復
す
る
。

中
原
に
お
け
る
医
術
は

〈
気
〉
の
概

念
が
中
心
に
あ
り
、
信
仰
的
な
側
面

と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ラ

マ
ス
の
僧
は
民
衆
の
救
済
に
積
極
的

に
気
功
術
を
使
用
し
て
い
る
。

気
功
術
の
う
ち
、
特
に
格
闘
術
に

用
い
ら
れ
る
も
の
を
気
闘
法
と
い
う
。

そ
の
修
行
は

〈
気
〉
を
高
め
る
内
功

の
鍛
練
に
始
ま
る
。

一
連
の
動
作
と

特
殊
な
呼
吸
で
体
内
の
気
脈
を
整
え
、

循
環
を
良
く
す
る
。
精
神
の
鍛
練
も

修
行
の

一
環
だ
が
、
見
習
僧
な
ど
に

は
そ
の
意
味
も
教
え
な
い
た
め
、
た

だ
の
拳
法
修
行
に
し
か
見
え
な
い
。

事
実
上

〈
気

wb
仕
組
み
そ
の
も
の

が
気
闘
法
の
奥
義
で
あ
る
。

一
ラ
マ
ス
の
礼
服

・
修
行
川
市
が
行
事
な
ど
に
際
し
て
活
用
す
る
礼
服
.
 

.
 儀
礼
用
の
腰
布
を
あ
し
ら
っ
て
い
る
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聖刻1092の世界
聖
な
る
刻
印
を
崇
め
る
民
が
住

み
、
神
秘
と
魔
道
に
包
ま
れ
し
地
、

東
方
。
古
の
八
聖
者
の
教
え
の
も

と
聖
刻
の
秘
術
を
駆
使
し
、
大
地

を
揺
る
が
す
巨
人
騎
士
を
生
み
出

す
聖
刻
教
会
。
こ
こ
は
ア
ハ
|
ン

最
古
の
歴
史
を
持
つ
神
秘
と
驚
異

の
大
地
で
あ
る
。

【
東
方
と
は
】

ア
ハ

l
ン
大
陸
の
東
端
に
位
置

し
、
大
山
脈
力
|
ラ
ン
カ
と
魔
物

ひ
し
め
く
大
海
と
に
固
ま
れ
た
閉

鎖
的
な
こ
の
大
地
を
東
方
と
呼
ぶ
。

閉
鎖
的
と
い
っ
て
も
他
の
地
域
と

ま
っ
た
く
交
流
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
西
方
よ
り
延
び
た
交
易
路

は
中
原
を
経
て
こ
の
東
方
に
も
届

き
、
東
方
東
部
域
の
交
易
都
市
で

は
立
派
に
文
化
交
流
も
行
わ
れ
て

君
主
芯
そ
の
士
間
を
峰
山
現
し
た
。
市%

霊
刻
教
の
布
教

教
務
図
の
布
教
師
は
、
聖
刻
教
の

信
仰
が
薄
い
地
や
未
信
仰
の
地
を

訪
れ
、
聖
刻
の
奇
跡
を
民
に
鋭
〈

布
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
る

教
都
へ
の
巡
礼

東
方
各
地
か
ら
数
都
ワ

l
ス
ラ
ン
へ
の
巡
礼
を
行
な
う
聖
刻
教

の
信
者
た
ち
。
彼
ら
は
皆
、
教
典
に
記
さ
れ
た
聖
句
を
唱
え
な

が
ら
一
路
教
都
を
目
指
す
。
沿
道
に
た
た
ず
む
操
兵
は
、
巡
礼

者
警
護
の
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

E 

T 

j東方 全 国

い
る
。
ま
た
、
聖
刻
の
秘
技
を
探

求
し
続
け
る
聖
刻
教
会
が
製
造
す

る
巨
人
騎
士
操
兵
は
、
東
方
だ
け

に
は
と
ど
ま
ら
ず
遠
く
中
原
の
果

て
ま
で
も
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
な
に
ゆ
え
東
方
を

閉
鎖
的
と
呼
ぶ
の
か
。
そ
れ
は
そ

こ
に
住
む
民
衆
の
思
想
の
ゆ
え
で

あ

%
。
東
方
の
民
は
神
秘
的
な
力

を
畏
れ
敬
う
気
質
を
多
分
に
持
っ

て
い
る
。

東
方
全
土
を
巻
き
込
ん
だ
大
動

乱
、
い
わ
ゆ
る
東
方
動
乱
に
よ
っ

て
混
迷
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た

時
期
、
八
聖
者
の
教
え
を
掲
げ
、

な
に
も
の
に
も
揺
る
が
な
い
信
仰

心
を
も
っ
て
動
乱
平
定
に
活
躍
し

た
聖
刻
教
会
に
、
多
く
の
民
が
救

い
を
求
め
て
入
信
す
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
刻
教
は
瞬

く
聞
に
東
方
に
広
が
り
、
現
在
で

は
東
方
を
ほ
ぼ
掌
握
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

【
東
方
動
乱
}

教
会
暦
二
四
三
三
年
六
月
二
ニ

目
、
西
部
域
の
ス
ラ
ゼ
ン
の
軍
勢

が
、
前
触
れ
も
な
く
旧
王
朝
時
代

よ
り
続
く
歴
史
あ
る
国
ヒ
ゼ
キ
ア

の
領
内
に
侵
攻
し
、
王
都
ア
・
ゴ

l
ン
を
攻
め
落
と
し
た
。
東
方
全

土
を
焦
土
と
化
し
た
大
動
乱
|

|

〈
東
方
動
乱
〉
の
幕
開
け
と
な
っ

た
戦
で
あ
る
。

聖
刻
教
会
法
王
ア
シ
ョ
ー
カ
は
、

当
初
か
ら
紛
争
当
事
国
に
争
い
を

や
め
る
よ
う
訴
え
て
き
た
が
、
領

土
拡
大
欲
に
と
り
恐
か
れ
た
世
俗

-‘ 

頃
を
主
戦
場
と
し
た
こ
の
殺
は
、

園田園・圃圃
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君
主
は
そ
の
声
を
無
視
し
た
。
現

在
と
異
な
り
、
当
時
、
教
会
は
世

俗
君
主
を
従
え
る
だ
け
の
政
治
的

指
導
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
西
部
域
は
も
っ
と
も
布

教
が
遅
れ
た
地
域
だ
っ
た
こ
と
も

理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以

上
に
、
教
会
は
創
設
以
来
の
政
教

分
離
の
大
原
則
を
貫
き
、
政
治
に

対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
干
渉
を
手

控
え
て
き
た
の
だ
。
し
か
し
、
動

乱
が
西
部
域
か
ら
南
部
域
や
東
部

域
に
飛
び
火
し
、
東
方
全
土
を
巻

き
込
む
大
動
乱
に
発
展
す
る
や
、

教
会
も
不
干
渉
の
原
則
を
曲
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二
四
四

O
年
、
教
会
は
聖
刻
騎

士
団
の
投
入
に
踏
み
切
っ
た
。
ラ

ド
ウ
・
ク
ラ
ン
ド
団
将
に
率
い
ら

れ
た
聖
刻
騎
士
団
は
、
東
部
域
の

〈
ニ
l
ム
レ
の
戦
い
〉
を
皮
切
り

に
破
竹
の
勢
い
で
進
怒
し
、
東
-

南
部
域
の
反
乱
勢
力
を
こ
と
ご
と

く
蹴
散
ら
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て

二
四
四
七
年
、
最
後
ま
で
教
会
の

介
入
を
拒
み
続
け
る
西
部
域
の
大

国
ラ
イ
リ
ツ
と
対
決
す
る
。
だ
が
、

無
敵
の
「
神
の
軍
団
」
も
、
七
年

に
も
わ
た
る
戦
の
連
続
に
よ
り
多

く
の
騎
士
を
失
い
、
〈
ト
|
ル
ハ
ル

の
戦
い
〉
の
時
点
で
は
、
騎
士
の

総
数
は
最
盛
期
の
三
『
分
の
こ
ま
で

落
ち
込
み
、
生
き
残
り
に
も
無
傷

の
者
は
い
な
か
っ
た
。
ラ
ド
ウ
は

す
で
に
教
会
に
恭
順
の
意
を
示
し

た
西
部
域
の
国
々
に
援
軍
を
要
請

す
る
が
、
強
大
な
ラ
イ
リ
ツ
の
軍

勢
を
恐
れ
、
諸
国
は
中
立
の
立
場

を
と
っ
た
。

ラ
イ
リ
ツ
領
の
卜
|
ル
ハ
ル
平

者
警
惑
の
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

受三
: アンシャン艦隊敗北

• 2320年 ・アンシャン、分裂。(第一次東方戦争〉終結

• 2326年 ・南部被のアーリア、ツエラ・トウとテオモを

・ 併合。南部短大の国家となる

:2433年・西部織のスラゼン、東方儀後の!日朝ヒゼキ

・ アを征服。〈東方動乱〉勃発

• 2435年 ・南部域のエーギン、ベイケス(現西部捜)とナモ

現南部峻)に分裂

.南部域のコケーコン、西部械のシルスを征服

.中原のシン、ハムル地方を奪取

・2438~手 .西部t賓のハグドーン、スラゼンを征服

• 2439年 ・南部賓のナモ、|日エーギンの属国オモスを
. 併合

: 2440年 ・型刻教会、動乱鎮圧のため塑刻騎士団を投入

- ・ 〈ニムーレの戦い}。 東方動乱における塑刻

: 騎士団の初の戦。以後 〈トールハルの戦い〉ま

・ でに大小合わせて五十以上の戦闘を繰り返す

• 2447年 ・ 〈トールハルの軌ウ 。東方動乱における型

・ 刻騎士団の愈後の戦。西部t賓のハグドーン:m:を

直るも、自:m:に多数の戦死者を出す

ー .~刻教会法王アショ ーカ、 {東方動乱〉終結
. を宣言

: 2448年 ・聖刻騎士回、「四箪十六小騎士団J体制に移行

・2451~手 .南部綬ナモ国にて旧オモス残党による反乱

パーソルの乱〉が勃発。

・ 同年、~劃l騎士団の参戦により鎮圧
• 2452年 ・南部要六ヵ国連合軍 〈ラ ・カシス〉結成

• 2454年・ 〈束アグの戦い〉

--500年 ・ 〈ク〉が建国される。現在の東・南部会岐を

版図とする巨大な帝国だった。その支配は以後

千四百年間にわたって続く

紀元O年{教会暦)

899年・南部峻において、反帝国を旗印にした国家ハ

ラ ・カトが遊園される

927年 ・大帝国 〈ヲ〉が解体。東・南部長まは戦国時代

に突入する

979年 ・型~I教会、北部域にワースラン法王国を建因。
同時に北部減諸国に布教を開始する

1088年 ・ 〈教都包囲戦〉。 北部域のアスパサカとトウ

工ンデ、教都ワースランに攻め込むも敗退

1118年 ・北部織のアスパサカとトゥエンデ、国ごと霊

刻教に帰依し、国名をカルド・アル、カルド・

エルと改める

.ハラ・カト、南部域を統一

・南部被の統一王朝であるハラ・カトが分裂す

る。世紀末までにエーギン、アーリア他十七カ

国が建国される

1349年 ・西部被にライリツii因。十回世紀初頭より、

{ウ〉の征服戦争を退げた西部織の旧王朝諸国

が衰退し、新国家が続々と誕生

2015年 ・盟刻教会、西方ラウマーナ帝国の中原進出に

呼応して、中原諸国に操兵のm波を防総する

2281年 ・南部十七ヵ国による政治・軍事・経済の連合

体 〈アンシャン〉が結成される

.アンシャン、中原に進出。{第一次東方戦争〉勃発

・ 〈西アグの戦い〉。 有史以来患大の艦隊戦。

匝各根元ヌヲE長

.... .聖~J教典
要~Iの使徒としての戒律
や教義、後世の予言など
が記織されている教典。
霊刻教の信徒ならば必ず
F庁有しているものである

1123年

1332年

2313年

2315年

大聖撃
型~I騎士団団緩や各種
Z己章、型車奇士、教会{慢
などの制服などに使用
される正式な聖撃。教
会の神紋たる八枚の蓮
の花びらは、教会の始
狙である八聖者を表わ
している

土
拡
大
欲
に
と
り
恐
か
れ
た
世
俗

原
を
主
戦
場
と
し
た
こ
の
戦
は
、

序
盤
戦
よ
り
物
量
に
お
い
て
は
る

か
に
勝
り
、
地
の
利
を
持
つ
ラ
イ

リ
ツ
が
押
し
た
。
聖
刻
騎
士
団
は

勇
戦
を
続
け
る
が
、
少
し
ず
つ
戦

力
を
削
が
れ
、

潰
走
寸
前
ま
で
追

い
込
ま
れ
た
。
そ
こ
に
援
軍
が
駆

け
つ
け
る
。
ハ
グ
ド
|
ン
の
豪
族
、

グ
ツ
テ
ン
・
力
ム
リ
率
い
る
義
勇

軍
で
あ
っ
た
。
戦
の
成
り
行
き
を

窺
っ
て
い
た
豪
族
、
傭
兵
を
口
説

き
、
参
戦
に
踏
み
切
ら
せ
た
の
だ

(
こ
の
功
績
に
よ
り
カ
ム
リ
家
は
明

く
る
年
に
八
聖
家
入
り
す
る
)
。

勢
い
を
得
た
聖
刻
騎
士
団
は
、

一
気
に
ラ
イ
リ
ツ
軍
を
押
し
戻
す
。

そ
し
て
ジ
ャ
ン
・
ス
卜
ラ
が
駆
る

狩
猟
機
パ
ラ
シ
ュ
・
パ
ラ

l
ハ
が
、

敵
軍
の
本
陣
に
突
入
し
て
大
将
機

の
首
を
叩
き
落
と
す
と
ラ
イ
リ
ツ

軍
は
敗
走
し
た
。
ラ
イ
リ
ツ
の
武

帝
ザ
シ

l
ニ
は
教
会
へ
の
恭
順
を

奮
い
、
こ
こ
に
一
四
年
間
に
わ
た

る
大
動
乱
は
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

聖
騎
士

教
会
の
守
怒
と
、
布
教
を
妨
げ
る
敵
や
隊
容
を
排
除
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た

《
袈
刻
騎
士
団
〉
の
椀
成
員
。
品
市
侶

な
が
ら
騎
士
の
称
号
を
持
ち
、
そ
の
強
さ
は
天
下
無
敵
。

東
方
で
は
よ
押
に
る
騎
士
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
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{
東
方
の
国
家
】

東
方
は
東
西
南
北
四
つ
の
地
域

に
-
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
は
風
土
、
歴
史
、
文
化
、

習
慣
と
い
っ
た
点
で
違
い
の
あ
る

様
々
な
国
家
が
存
在
し
て
い
る
。

{
東
部
三
ヵ
国
}

回・l

パ
ナ
卜
ス
は
東
方
最
大
の
都
ヴ

イ
シ
ヤ
|
ム
を
有
す
る
商
業
国
家

で
あ
り
、
十
八
世
紀
末
の

〈
法
王

継
承
戦
争
〉
の
際
、
十
五
ヵ
国
を

統
合
し
て
成
立
し
た
。
パ
ナ
卜
ス

の
勝
利
は
東
海
沿
岸
の
五
百
余
り

の
自
治
都
市
の
支
援
あ
っ
て
こ
そ

と
い
わ
れ
、
今
日
で
も
商
人
が
優

遇
さ
れ
て
い
る
。

大
陸
の
東
端
に
位
置
す
る
イ
シ

ユ
|
半
島
と
、
東
海
に
浮
か
ぶ
カ

ド
|
マ
島
を
国
土
と
し
て
い
る
の

が
イ
シ
ユ
ガ
ハ
ン
で
あ
る
。
イ
シ

ユ
|
の
カ
ド

l
マ
島
征
服
は
十
世

紀
の
こ
と
で
、
現
在
で
は
半
島
側

に
副
都
ジ
ヤ
ル
ガ
、
島
側
に
主
都

ラ
ジ
ャ
ン
を
置
い
て
い
る
。
進
ん

だ
造
船
術
と
航
海
術
に
支
え
ら
れ

て
、
東
方
に
お
け
る
海
運
業
を
独

占
、
東
海
を
航
行
す
る
大
型
船
の

ほ
と
ん
ど
は
イ
シ
ユ
ガ
ハ
ン
船
籍

で
あ
る
。

ク
・
ダ
ン
は
東
方
動
乱
終
結
後

に
生
ま
れ
た
、
ク
ク
ル
、
ダ
ノ
、

ヤ

l
パ
ス
、
マ
ズ
ラ
、
ウ
ィ
ド
ウ

の
五
ヵ
国
に
よ
る
首
長
国
連
邦
で

あ
り
、
各
国
首
長
に
よ
る
合
議
制

を
と
っ
て
い
る
。
セ
マ

l
ズ
山
脈

に
多
く
の
鉱
山
を
抱
え
、
こ
と
に

さ
れ
て
い
る
。

東方東部三ヵ国・

東部地は東方の中心といてもよい池である。かつて東
方を掌握した大国のほとんどが、この地より生じてい
る。気候は一年を通じて温媛であ 6人戯作物に恵まれ
ている。また金易蕗の終浴1也て'もあり、商業と文化の
菌で栄えている

な
現
た

ヵ
・
保

鉄
の
生
産
量
は
東
方

一
で
あ
る
。

{
西
部
域
七
ヵ
国
}

ラ
イ
リ
ツ
は
千
年
の
歴
史
を
持

つ
西
の
強
固
で
あ
る
。
東
方
動
乱

に
お
い
て
は
、
ル
・
ゾ
、
ジ
ン
パ

|
、
ハ
グ
ド
|
ン
と
い
っ
た
周
辺

国
に
攻
め
込
み
領
土
を
広
げ
た
。

だ
が
、
こ
こ
数
年
国
王
が
病
の
床

に
就
き
、
世
嗣
争
い
が
国
政
を
二

介
す
る
に
い
た
る
。

ハ
グ
ド
|
ン
は
動
乱
の
際
、
ヒ

ゼ
キ
ア
を
滅
ぼ
し
た
ス
ラ
ゼ
ン
を

倒
し
、
二
国
の
領
土
を
手
に
入
れ

て
ラ
イ
リ
ツ
に
次
ぐ
強
固
に
の
し

上
が
っ
た
国
で
あ
る
。

コ
ク
|
コ
ン
は
以
前
、
南
部
域

に
属
し
て
い
た
国
で
あ
る
。
動
乱

の
際
に
西
部
域
の
シ
ル
ス
、
マ
オ

力
、
グ
リ
ル
フ
ォ
の
三
国
を
併
合

し
現
在
に
い
た
る
。

ベ
イ
ケ
ス
は
動
乱
に
お
い
て
南

北
に
『
分
裂
し
た
大
国
エ
|
ギ
ン
の

片
割
れ
で
あ
る
。
か
つ
て
の
同
胞

で
あ
る
南
部
の
ナ
モ
と
は
動
乱
終

結
後
も
常
に
緊
張
関
係
に
あ
る
。

ホ
ル
ダ
ー
ク
は
領
土
の
大
半
が

セ
マ

l
ズ
山
脈
に
あ
る
山
岳
国
で

あ
る
。
こ
の
国
は
良
質
の
聖
刻
石

の
産
出
地
と
し
て
知
ら
れ
る
た
め
、

動
乱
以
前
よ
り
聖
刻
騎
士
団
が
こ

の
地
を
警
護
し
て
い
る
。

ジ
ン
パ

ー
は
ホ
ル
ダ
ー
ク
と
同

じ
く
セ
マ

l
ズ
山
脈
沿
い
の
山
岳

国
で
あ
る
。
有
望
な
聖
刻
石
の
鉱

床
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
代

わ
り
に
多
く
の
古
代
追
跡
が
発
見

文
化
、

習
慣
が
異
な
る
。
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に
多
く
次
鋭
止
を
花
、ぇ

一
」
炉
」
ド
ド

さ
れ
て
い
る
。

二
大
山
脈
に
挟
ま
れ
た
国
ル
・

ゾ
。
国
土
の
三
介
の

一
が
標
高
五

0
0
リ
|
卜
以
上
の
高
地
で
、

三

分
の
一
が
湿
地
と
居
住
条
件
は
悪

く
、
住
民
は
南
部
の
低
地
に
集
中

し
て
い
る
。

{
南
部
域
六
ヵ
国
}

国
力
、
軍
事
力
共
に
南
部
六
カ

国
最
大
最
強
の
ア
|
リ
ア
。

エ
ー

ギ
ン
分
裂
後
の
連
合
体
で
主
導
的

な
立
場
に
あ
る
国
で
あ
る
。
動
乱

に
お
い
て
は
ツ
ェ
ラ
・
卜
ゥ
、
テ

ォ
モ
を
併
合
。
ま
た
現
在
は
西
部

域
連
合
に
属
す
る

コ
ク
|
コ

ン
の

本
国
領
地
を
奪
い
、
南
部

一
の
国

土
を
領
有
す
る
に
い
た
る
。

ナ
モ
は
大
国
エ
|
ギ
ン
の
『
分
裂

後
の
片
割
れ
で
あ
る
。
西
部
域
連

合
に
移
っ
た
か
つ
て
の
同
胞
ぺ
イ

ケ
ス
と
は
常
に
緊
張
関
係
に
あ
る
。

カ
ル
フ
は
交
易
路
に
よ
っ
て
東

部
域
と
、
南
北
に
伸
び
る
街
道
に

よ
っ
て
西
部
域
と
結
ば
れ
て
い
る

交
通
の
要
衝
国
で
あ
る
。

タ
リ
エ
は
東
方
の
玄
関
口
で
も

あ
る
国
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
り

ア
グ
河
に
挟
ま
れ
た
広
大
な
三
角

洲
地
帯
ハ
ム
ル
を
領
有
し
て
き
た

が
、
動
乱
の
際
に
中
原
の
シ
ン
に

奪
わ
れ
た
。

ロ
キ
ニ
ア
は
東
方
最
南
端
に
位

置
す
る
密
林
の
国
で
あ
る
。
東
方

で
最
も
気
温
が
高
く
、
降
雨
量
が

多
い
。
沿
岸
部
に
点
在
す
る
町
と
、

国
境
線
に
近
い
内
陸
部
の
町
で
は
、

全
土
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
聖
刻
教
会
の
信
者
た
ち
に

よ
っ
て
、
霊
地
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る

入ゆ《

|東海|

東方南部六ヵ国
:南部域は戦いの神が金べる地である。豊かな
・大地を持ちながら古来より戦乱が絶えず、里見
・在は聖刻教会の権威と力によって平和が保た
.れている

東方西部七ヵ圏
西部域は若い土地である。
中世期まで、紀元前より速
なる王朝が数多く残る古の
地であったが、永き時のな
かで新興国に支配の~を明
け渡していった

文
化
、
習
慣
が
異
な
る
。

東
海
に
面
す
る
海
洋
国
タ
ツ
ミ

タ
ン
。
サ
ル
エ
ラ
湾
内
部
に
南
部

一
の
港
湾
都
市
エ
ク
ル
を
有
す
る
。

強
力
な
海
軍
を
持
ち
、
東
方
動
乱

で
は
海
か
ら
東
部
域
の
ウ
ィ
ド
ウ

(
現
在
は
ク
・
ダ
ン
の

一
部
)
に

攻
め
込
む
が
、
イ
シ
ユ
ガ
ハ
ン
の

軍
船
に
よ
っ
て
臨早
退
さ
れ
た
。

{
北
部
域
三
ヵ
国
}

東
方
最
小
の
国
で
あ
る
ワ
|
ス

ラ
ン
。
正
式
名
称
は
「
ワ
|
ス
ラ

ン
法
王
国
」
と
い
い
、
十
世
紀
に

北
方
系
移
民
に
よ
っ
て
ド
|
ラ
平

原
に
建
国
さ
れ
た
。
聖
刻
教
の
総

本
山
で
あ
る
教
都
ワ
|
ス
ラ
ン
は
、

信
仰
の
中
心
と
し
て
東
方
中
か
ら

年
間
十
万
人
を
超
え
る
信
徒
が
巡

礼
に
訪
れ
る
。

カ
ル
ド
・
ア
ル
は
旧
国
名
を
「
ア

ス
パ
サ
カ
」
と
い
い
、
十
二
世
紀

に
国
王
が
聖
刻
教
会
に
帰
依
し
、

自
ら
ワ
|
ス
ラ
ン
を
守
護
す
る
国

家
を
任
じ
、
国
名
を
変
え
た
。
東

方
で
最
も
早
く
聖
刻
教
を
国
教
と

し
た
国
で
あ
る
。

旧
国
名
を
「
ト
ゥ
エ
ン
デ
」
と

い
う
カ
ル
ド
・
エ
ル
も
、
カ
ル
ド
・

ア
ル
同
様
に
ワ
|
ス
ラ
ン
を
守
護

す
る
国
家
で
あ
る
。
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聖
刻
教
会
】

回・・副

約
二
千
五
百
年
前
、
世
界
に
混

乱
を
招
い
た

《
八
の
聖
刻
》
に
よ

る
戦
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、

激
し
い
死
闘
の
末
に
悪
し
き
雲
一刻

の

一つ

を
封
印
し
た
八
人
の
聖
者

が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
後
、

聖
刻
の
力
を
良
き
方
向
へ
と
導
き
、

苦
し
仁
多
く
の
民
を
救
う
べ
く

一

つ
の
組
織
を
作
り
上
げ
た
。
こ
れ

が
聖
刻
教
会
の
始
ま
り
と
い
わ
れ

て
い
る
。

《
八
聖
者
》
は
聖
刻
に
眠
り
し
神

の
意
思
を
正
し
く
見
い
だ
し
、
民

を
至
福
の
地
に
導
く
こ
と
を
第

一

義
と
し
た
。
彼
ら
は
聖
刻
の
加
護

を
与
え
ら
れ
た
者
の
使
命
と
、
犯

し
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
な
ど
を
定

義
づ
け
、
書
物
と
し
て
後
世
に
残

.
霊
刻
教
会
第
百

三
十
五
代
法

・
豆
、
ネ
i
ザ
・
ロ
ズ
ワ
ル
ド
・

.
デ
・
ラ

・
オ
l
ム

-聖印
・主に聖刻騎士団員が所持
.する!I1l印。行動に支障が
.でないように上腕部には
.め込む形となっている

(ネーザレズワルド・デ・ラ・オーム)

ハ賢連

:聖刻教会機構図:

法王貯

教
務
団
上
級
僧
の
正
装
・

・・'
ヘ

J
V

弘
河
川
、

h-x
、
、
臨
劃
)

-
聖
お
て

・
る
て
つ

.
Hり
つ
ト
A
F

.
つ
な
に

・
に
と
銀

・
身
型
が
る

.
が
り
て
い

・
徒
飾
ベ
て

.
信
首
す
れ

・般

。
、ら

.
一
印
り
作〉

し
て
い
る
。
そ
れ
が
現
在
、
聖
刻

教
の
教
え
の
基
本
と
も
な
っ
て
い

る

《
聖
教
典
》
で
あ
る
。

「
聖
刻
の
使
徒
は
い
か
な
る
苦
難

が
降
り
か
か
ろ
う
と
も
必
ず
や
神

の
加
護
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
と

の
一
文
で
始
ま
る
こ
の
教
典
に
は
、

東
方
に
現
れ
魔
を
封
じ
た
八
人
の

聖
者
の
奇
跡
や
、
聖
刻
の
偉
大
な

力
、
さ
ら
に
使
徒
に
-
諜
せ
ら
れ
る

い
ま
し

戒
め

《
八
戒
》
に
つ
い
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
世
に
対
す
る
予
言
も

記
述
さ
れ
、
や
が
て
訪
れ
る
新
た

な

《
聖
刻
の
争
い
》
に
備
え
て
、

そ
れ
に
対
処
で
き
る

《
力
》
の
育

同

ι'』
，、

成
に
努
め
よ
と
も
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
予
言
の
部
分
は
、
後
に

中
原
で
発
生
し
た
白
き
操
兵

二

キ
・
ヴ
ァ
シ
ユ
|
マ
|
ル
と
黒
き

操
兵
ハ
イ
ダ
ル
・
ア
ナ
ン
ガ
の
戦

い
を
指
し
て
お
り
、
聖
刻
教
会
で

は
白
き
操
兵
と
そ
の
操
手
フ
エ
ン

の
行
動
に
、
大
き
な
関
心
を
寄
せ

て
い
る
。

聖
刻
教
会
の
修
道
士
た
ち
は
こ

れ
ら
の
教
典
に
記
芯
れ
た
教
義
や

波
め
を
心
身
に
刻
み
込
み
、
崇
高

な
る
使
命
の
も
と
聖
刻
の
教
え
を

世
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
教
務
に

励
ん
で
い
る
。

{聖
刻
教
会
の
組
織
】

聖
刻
教
会
は
、
大
き
く
分
け
て

「
法
王
庁
」
、
「
教
務
団
」
、
「
聖
刻

騎
士
団
」
、
「
練
法
師
団
」
と
い
う
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義
づ
け
、
書
物
と
し
て
後
世
に
残

四
つ
の
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
。法

王
庁
は
、
教
都
ワ

l
ス
ラ
ン

の
ク
ラ
マ
ツ
ソ
大
聖
堂
に
本
拠
が

置
か
れ
て
お
り
、
教
会
の
運
営
、

教
務
、
裁
決
の
全
権
を
掌
握
し
て

い
る
最
古
問
機
関
で
あ
る
。
教
会
の

頂
点
た
る
法
王
の
も
と
、
各
組
織

の
長
、

《
聖
刻
騎
士
団
・
団
将
Y

《
教
務
団
・
統
轄
総
管
区
長
Y
《
練

法
師
団
・
大
老
》
、
そ
し
て
教
会
内

か
ら
え
り
す
ぐ
ら
れ
た
、
法
王
の

側
近
と
し
て
仕
え
る
八
人
の
高
僧

《
八
賢
連
》
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。

教
務
団
は
修
道
士
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
組
織
で
、
聖
刻
教
の
布

教
や
信
徒
の
救
済
な
ど
と
い
っ
た

教
会
の

一
般
教
務
を
執
り
行
な
っ

て
お
り
、
修
道
士
た
ち
は
、
そ
の

格
の
高
さ
に
よ
っ
て
八
つ
の
階
級

に
介
け
ら
れ
て
い
る
。
見
習
い
僧

で
あ
る
第
一
階
梯
に
始
ま
り
、

一

般
僧
の
第
二
階
梯
、
布
教
師
の
資

格
を
与
え
ら
れ
る
第
三
階
梯
、
派

遣
師
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
第
四

階
梯
、
司
祭
と
呼
ば
れ
る
第
五
階

梯
、
教
導
師
と
し
て
各
国
に
派
遣

さ
れ
る
第
六
階
梯
、
管
区
長
と
し

て

一
管
区
を
任
せ
ら
れ
る
第
七
階

梯
、
そ
し
て
管
区
長
を
束
ね
る
の

が
教
務
団
の
頂
点
た
る
第
八
階
梯

の
統
轄
総
管
区
長
で
あ
る
。

信
徒
も
ふ
く
め
教
会
に
属
す
る

す
べ
て
の
人
間
は
(
練
法
師
を
除

く
)
、
洗
礼
名
を
受
け
信
仰
の
証
と

し
て
聖
印
で
あ
る

《
聖
翠
》
を
身

:聖苦

'a圃
・

2
3咽
田
園
駅

-
-
E
Z

教
務
国

一
般
僧
の
正
装
・

.

.

.

.
 

定期的にワースランで関かれる教会全体の総会議。聖刻騎士団や教務団の高位者によって、
教務や各国の情勢についての討議が執り行なわれる

騎
士
団
」
、

-練
法
師
団
」
と
い
う

に
つ
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

聖
刻
騎
士
団
は
教
会
と
信
徒
の

守
護
を
目
的
に
、
結
成
さ
れ
た
武

闘
集
団
で
あ
り
、
騎
士
団
を
構
成

す
る
聖
騎
士
た
ち
も
ま
た
、
修
道

士
の
よ
う
に
八
つ
の
階
梯
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
従
士
で
あ
る
第

一

階
梯
、
平
騎
士
と
呼
ば
れ
る
第
二

階
梯
、
小
隊
を
率
い
る
第
三
階
梯
、

中
隊
の
指
揮
を
取
る
第
四
階
梯
、

そ
し
て
大
隊
を
委
ね
ら
れ
《
准
将
》

と
呼
ば
れ
る
第
五
階
梯
。
こ
の
第

五
階
梯
か
ら

《
将
》
と
呼
ば
れ
る

上
級
職
と
な
り
、
第
六
階
梯
に
な

る
と
小
騎
士
団
を
率
い
る
《
師
将
Y

第
七
階
梯
で
は

一
方
面
軍
を
ま
と

め
る

《
軍
将
》
と
な
る
。
そ
し
て

騎
士
団
の
全
て
を
統
轄
す
る

《
団

将
》
が
、
最
高
峰
の
第
八
階
梯
で

あ
る
。

練
法
師
団
は
他
の
組
織
と
は
違

い
、
か
な
り
独
立
し
た
体
制
が
敷

か
れ
て
い
る
。
八
つ
の
門
派
が
そ

れ
ぞ
れ
独
自
に
行
動
し
、
各
々
《
門

主
》
と
呼
ば
れ
る
長
に
率
い
ら
れ

な
が
ら
術
と
精
神
力
の
修
行
を
所

在
不
明
の
本
拠
地
で
行
っ
て
い
る
。

聖
刻
騎
士
団
、
教
務
団
、
練
法

師
団
の
三
組
織
は
、
い
ず
れ
も
法

王
庁
の
命
に
よ
っ
て
機
能
す
る
が
、

通
常
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。
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【聖
刻
教
会
八
聖
家】

圃・・・圃圃・・・・・

聖
刻
教
会
に
は
、
設
立
当
時
か

ら
絶
え
間
な
い
信
仰
心
と
と
も
に

聖
刻
教
の
発
展
に
多
大
な
る
貢
献

を
し
て
き
た
八
つ
の
名
家
が
存
在

プ
ル

・
47
・
カ
1
カ
サ
ス

す
る
。
こ
れ
ら
八
家
は

《
八
聖
家
》

と
呼
ば
れ
、
教
会
の
法
王
庁
、
教

務
団
、
聖
刻
騎
士
固
な
ど
教
会
組

織
の
重
職
を
担
っ

て
き
た
。

-
第

一
聖
ク
ラ
ン
ド
家

八
聖
家
の
筆
頭
。
北
部
域
の
ク

ラ
ン
ド
家
は
、
武
門
の
誉
れ
吉
岡
き

名
家
と
し
て
知
ら
れ
、
聖
刻
騎
士

団
の
総
長
職
で
あ
る

《
団
将
》
を

数
多
く
輩
出
し
て
き
て
い
る
。
先

代
当
主
ラ
ド
ウ
も
十
余
年
に
わ
た

っ
て
団
将
を
務
め
た
が
、
前
法
王

の
死
去
と
と
も
に
引
退
、
家
督
を

孫
の

ラ
マ
|
ル
に
譲
り
隠
居
生
活

に
入
っ
た
。

-
第
二
聖

ザ

卜
ウ
ク
家

北
部
域
の
ザ
ト
ウ
ク
家
は
、
ク

ラ
ン
ド
家
に
次
い
で
、
団
将
を
輩

出
し
て
き
た
名
家
で
あ
る
。

一
門

の
将
は
勇
猛
主
に
は
欠
け
る
が
、

策
謀
に
長
け
た
智
将
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
幾
度
と
な
く
騎
士
団
を
勝

利
に
導
い
て
き
た
。

-
第
三
聖

カ
ラ
ン
ダ
ル
家

東
部
域
の
カ
ラ
ン
ダ
ル
家
は
、

僧
侶
を
束
ね
る

一
族
と
し
て
代
々

教
務
団
統
括
総
管
区
長
の
要
職
を

務
め
て
き
た
。
も
と
も
と
は
北
部

域
の

一
族
だ
が
、

千
二
百
年
前
、

東
部
域
に
移
り
住
み
《
神
聖
同
盟
》

樹
立
に
尽
力
し
、
東
部
域
の
教
化

に
多
大
な
る
功
績
を
残
す
。

一

の
秘
儀
は
、
一
族
が
握
っ

て
い

る
。

独
自
の
諜
報
組
織
を
有
し
、
西
方

工
児
会
カ
動
向
を
架
る
eb
-
-
'

の、

-F

聖刻教会八聖家・家紋

4賞~

区Cヨ

聖
刻
教
会
八
聖
家
表

第一聖 クフンド 家 当主/ フマール-クフンド
役 職/法王勅 命 軍総大将

寛事二二聖Zザトウク 家 当主/ グフハ・ザトウク
役 聴/塑刻 閥 土団 ・図将

第二聖 カフンダル家 当主/ リクド・カフンダル
役 職/教務回 統 括 総管区 長

第四聖 ストフ家 単語主三/'三J守ヲニノ・;;z.トτフ
役 時/王見在幽聞の身

第五聖 カムリ家 当主/ グ ツァン ・カムリ
役 職/西 部方面軍 ・軍 将

第六聖 センザン 家 当主/ ミシヤーギ・センザン
役 職/';去王庁財務長官

第七聖 エドン家 当主/ ドワルドボル・エドン
役 職/法王側近 <<J¥鑓迎》 の 長

第八聖 ゴウラン家 当主/ ユジッ ク・ゴウフン
役 職/鍛冶匠合・ 総 代

カムリ家

八
聖
家
当
主
と
法
王
ネ

l
ザ

kれ契
自と を
ー同正
〉時確
、lこ に

.定 結
〉めぷ。ら
Fれそ
'た し
:呪て
1句
Jをそ

-
第
四
聖
ス
卜
ラ
家

南
部
域
の
ス
れ

一フ
家
は
、
忠
誠

心
と
義
侠
心
に
篤
い

一
族
と
し
て
、

歴
代
法
王
お
よ
び
団
将
に
信
頼
さ

れ
た
名
門
で
あ
る
。
他
家
と
異
な

り
、
ス
卜
ラ
家
は
、

騎
士
と
僧
侶

の
両
方
に
優
れ
た
人
材
を
多
数
輩

出
し
て
い
る
。

-
第
五
聖
エ
ド
ン
家

北
部
域
の
エ
ド
ン
家
は
、
「
法
王

の
知
恵
袋
」
と
呼
ば
れ
、
智
を
も

っ
て
教
会
を
支
え
て
き
た
名
家
で

あ
る
。
東
方
各
国
に
派
遣
さ
れ
て

い
る

《
教
導
師
》
は
、
表
向
き
教

務
団
に
所
属
す
る
が
、
実
際
は

エ

ド
ン
家
に
掌
握
さ
れ
、
各
国
王
家

の
動
向
が
日
々
当
主
の
も
と
に
も

た
ら
さ
れ
る
。

-
第
六
聖
力
ム
リ
家

西
部
域
の
力
ム
リ
家
は
、
東
方

動
乱
終
結
後
、
八
聖
家
入
り
し
た

武
門
の

一
族
で
あ
る
。
最
も
新
参

の
家
で
あ
る
が
、
保
有
兵
力
は
東

方
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
り
、
西

部
方
面
軍
筆
頭
の

黒
狼
騎
士
団

は、

事
実
上
カ
ム
リ
家
に
占
有
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
し

-
第
七
聖
セ
ン
ザ
ン
家

東
部
域
の
セ
ン
ザ
ン
家
は
、
東

方
最
大
の
交
易
都
市
ヴ
ィ
シ
ヤ
|

ム
を
仕
切
る
商
人
の
家
系
で
、

豊

か
な
財
力
を
も
っ
て
教
会
を
助
け

《
法
王
継
承
灘
争
》
終
結
後
、
八

聖
家
に
名
を
列
ね
た
。

-
第
八
聖
ゴ
ウ
ラ
ン
家

教
会
の
操
兵
製
造
に
、
古
よ
り

携
わ
っ

て
き
た
鍛
冶
の

一
族
。
操

兵
鍛
冶
匠
合
を
率
い
、

操
兵
製
造

48 
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に
多
大
な
る
功
績
を
残
す
。

の
秘
儀
は
、

一
族
が
握
っ
て
い
る
。

独
自
の
諜
報
組
織
を
有
し
、
西
方

工
呪
会
の
動
向
を
採
る
た
め
、
中

原
や
西
方
に
ま
で
問
者
を
派
遣
し

て
い
る
。
当
主
が
操
兵
鍛
冶
の
匠

合
長
を
務
め
る
が
、
教
会
の
組
織

の
中
で
完
全
世
襲
制
は
こ
こ
だ
け

で
あ
る
。

{
練
法
と
練
法
師
】

古
来
よ
り
、
ア
ハ

|
ン
に
住
む

民
は
み
な
「
力
」
を
求
め
て
き
た
。

他
の
民
を
殺
す
道
具
し
か
り
、
そ

の
延
長
線
上
に
あ
る
「
操
兵
」
し

か
り
で
あ
る
。
で
は
「
力
」
と
は

何
か
:
:
:
;
二

つ
の
天
体
と
六
つ

の
大
地
。
と
聖
刻
教
会
の

《
八
聖

者
》
は
答
え
て
い
る
。
「
二
天
」
と

は
、
天
空
を
司
る
太
陽
と
月
を
表

し
、
「
六
大
」
は
大
地
を
司
る
火
、

水
、
木
、
金
、
土
、
風
を
表
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
「
ニ
天
六
大
」
の

要
素
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
直
接
的
に

「
力
」
を
取
り
出
す
技
、
そ
れ
が

《
練
法
》
で
あ
る
。

-
練
法
と
は
-
聖
刻
石
の
力
を
用

ム
ド
ラ

1

タ
ン
ス
ラ

い
印
契
と
呪
句
に
よ
っ
て
、

二
天

六
大
か
ら
力
を
引
き
出
す
技
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
と
練
法
を
駆
使
す

る
輩
は
答
え
る
。
《
聖
刻
石
》
と
は
、

謎
の
力
が
秘
め
ら
れ
た
，
宝
石
。

の
こ
と
で
あ
り
、
《
印
契
》
と
は
、

手
指
を
用
い
て
作
る
。
形
。
、

《
呪

句
》
と
は
言
葉
を
発
し
て
唱
え
る

。
旬
。
を
表
わ
し
て
い
る
。

練
法
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ま
ず
発
動
さ
せ
る
術
の
イ
メ
ー
ジ

を
術
者
が
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
。

次
に
、
術
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
印

第
一
第
一
第
一
期
一
策

聖
刻
教
会
練
法
師

第
一
第
一
策

八
聖
家
当
主
と
法
王
ネ
|
ザ

練法には八つの「門派」によって様々
な種類が存在し、なかには強力な破
綾カを生むものも存在する

練法陣の中央に~し、発動させる「術J のイメージを思い浮かべる練法師。
これに印契と訟唱を加えることによって「結印」が完成する

兵
鍛
冶
匠
合
を
率
い
、
操
兵
製
造

契
を
正
確
に
結
ぶ
。
そ
し
て
、
ぞ

れ
と
同
時
に
定
め
ら
れ
た
呪
句
を

詠
唱
す
る
(
こ
の
動
作
を

《
結
印
》

と
い
う
)
。
こ
の
と
き
に
聖
刻
石
の

力
の
一
部
を
使
う
の
で
あ
る
が
、

よ
り
強
力
な
術
を
行
使
す
る
場
合

は
、
そ
の
術
に
応
じ
た
触
媒
を
用

い
て
力
を
導
引
し
や
す
く
す
る
こ

と
も
あ
る
。

こ
う
し
て
導
き
出
さ
れ
た
力
を

変
化
さ
せ
、
当
初
に
抱
い
て
い
た

イ
メ
ー
ジ
通
り
に
術
を
発
動
さ
せ

る
の
が
練
法
の
術
な
の
で
あ
る
。

《練
法
師
》
と
は
、

《
練
法
》
を

駆
使
す
る
輩
で
あ
る
。
と
い
う
の

が
一
般
的
な
見
解
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
決
し
て
全
容
を
表
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
練
法
師
に

と
っ
て
、
練
法
の
行
使
は
日
常
的

な
作
業
の
一
つ
で
し
か
な
く
、
そ

れ
以
上
に
重
要
な
職
務
を
、
練
法

師
た
ち
は
抱
え
て
い
る
。

練
法
師
の
第
一
の
職
務
は
、
練

法
を
{
寸
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が

な
ぜ
に
練
法
を
守
る
の
か
は
、
い

ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
彼
ら
は
世
間
か
ら
己
の
存
在

を
憶
し
、
ま
た
正
し
い
資
質
を
持

っ
た
後
継
者
を
常
に
探
し
求
め
、

育
て
続
け
て
い
る
。

練
法
師
の
第
二
の
職
務
は
、
練

法
の
研
究
で
あ
る
。
遺
跡
や
文
献

を
調
査
し
て
古
代
の
練
法
を
発
見

し
た
り
、
他
の
術
法
を
研
究
し
練

法
の
新
し
い
可
能
性
な
ど
も
常
に

探
り
続
け
て
い
る
。

結
論
と
し
て
練
法
師
と
は
、
練

法
奇
通
し
て
こ
の
世
界
の
謎
に
迫

ろ
う
と
、
そ
の
秘
術
の
総
て
を
模

索
、
研
究
し
て
い
る
者
た
ち
な
の

で
あ
る
。

内』一ーーー幅一ー
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東
方
聖
刻
教
会
に
は
、
信
徒
の

安
全
や
教
会
の
信
仰
を
護
る
た
め

に
結
成
さ
れ
た
武
闘
集
団
が
存
在

す
る
。
信
徒
の
中
か
ら
え
り
す
ぐ

あ
つ

ら
れ
た
、
信
仰
が
篤
く
か
っ
腕
の

立
つ
騎
士
に
よ
っ
て
構
成

8
れ、

教
会
と
法
王
に
対
す
る
絶
対
的
な

忠
誠
と
、
厳
し
い
戒
律
に
よ
っ
て

統
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
組

織
の
名
を
、
聖
刻
騎
士
団
と
い
う
。

聖
刻
騎
士
団
の
団
員
は
全
て
僧
籍

を
持
っ
て
お
り
、
神
に
仕
え
る
騎

士
と
い
う
意
味
で
聖
騎
士
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

聖
刻
騎
士
団
は
、
東
方
の
四
地

域
を
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
区
と
す
る

四
方
面
軍
に
介
け
ら
れ
て
お
り
、

各
々
部
隊
を
象
徴
す
る
東
方
の
四

聖
獣
(
東
の
風
、
西
の
狼
、
南
の

龍
、
北
の
虎
)
を
軍
の
冠
に
戴
い

の
み
(
従
士
な
し
)
で
構
成
さ
れ
、

東
部
四
鹿
騎
士
回
章

西
部
四
狽
騎
士
回
章

南
部
四
龍
騎
士
団
章

:アッシャー・ラグ

.南部四百E騎士団が制式機としている機

:体。〈ラグ稲〉と呼ばれる南部伝統機の
・流れを汲む新型機で、兜の二本角は、

:辺国が象徴とする東方四lW獣の 〈龍〉
.の角を模している

F 

て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
方
面
軍
は

赤
、
青
、
白
、
黒
と
い
っ
た
四
色

の
小
騎
士
団
に
分
け
ら
れ
、
聖
刻

騎
士
回
全
体
で
考
え
れ
ば
、
合
計

十
六
の
小
騎
士
団
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

聖
刻
騎
士
団
は
東
方
最
強
の
軍

隊
で
は
あ
る
が
、
教
会
法
王
庁
の

命
が
下
ら
な
け
れ
ば
動
く
こ
と
は

な
い
。
そ
の
行
動
は
教
会
と
信
徒

の
守
護
に
限
ら
れ
、
基
本
姿
勢
と

し
て
は
戦
争
や
内
乱
な
ど
に
は
関

与
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
信
徒
の
生
命
や
財
産
が
脅
か
さ

れ
る
場
合
は
率
先
し
て
参
戦
し
、

聖
刻
に
あ
だ
な
す
神
敵
と
し
て
相

手
を
撒
滅
す
る
。

{
聖
刻
騎
士
回
の
編
成
}

北
部
方
面
軍
(
四
虎
騎
士
団
)

四
軍
の
中
で
は
最
も
位
が
吉
岡
く
、

教
都
ワ
|
ス
ラ
ン
を
含
む
東
方
北

部
域
を
管
轄
と
し
て
い
る
。
富十旗

の
意
匠
は
、
聖
撃
を
背
に
脱
み
合

う
よ
う
に
向
か
い
合
っ
た
白
と
黒

の
虎
で
、
制
式
狩
猟
機
は

《
ダ
イ

カ
|
-
ラ

l
フ
》0

・
白
虎
騎
士
団

《
虎
》
の
筆
頭
に
し
て
十
六
小
騎

士
田
中
第
一
位
。

法
王
と
教
都
ワ
|
ス
ラ
ン
の
警

護
と
い
う
聖
刻
騎
士
団
に
お
い
て

最
も
重
要
な
役
目
を
担
い
、
い
か

な
る
戦
が
起
き
よ
う
と
、
教
都
の

外
に
は
決
し
て
出
る
こ
と
は
な
い
。

団
員
は
第
四
階
梯
以
上
の
聖
騎
士

-
青
龍
騎
士
団

50 
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龍
、
北
の
虎
)
を
軍
の
冠
に
戴
い

の
み
(
従
士
な
し
)
で
構
成
さ
れ
、

団
長
職
は
北
部
方
面
軍
の
軍
将
が

兼
務
す
る
。
先
々
代
の
団
将
ラ
ド

ウ
・
ク
ラ
ン
ド
の
例
を
み
る
ま
で

も
な
く
、
歴
代
の
団
将
は
白
虎
の

出
身
者
が
大
半
を
占
め
る
。
団
旗

は
黒
縞
の
白
い
虎
。

-
黒
虎
騎
士
団

《
虎
》
の
次
席
に
し
て
騎
士
回
全

体
で
は
第
六
位
。
ワ
ー
ス
ラ
ン
法

王
国
が
管
轄
。
た
だ
し
教
都
の
外

に
限
る
。
兵
力
は
三
個
大
隊
で
、

《虎
》
の
中
で
最
も
大
き
い
。
団

旗
は
漆
黒
の
虎

0

.
赤
虎
騎
士
団

《虎
》
の
三
席
に
し
て
第
十
位
。

管
轄
は
カ
ル
ド
・
ア
ル
。
兵
力
は

二
個
大
隊
。
団
旗
は
赤
い
虎
。

.
青
虎
騎
士
団

《
虎
》
の
末
席
に
し
て
第
十
二
位
。

管
轄
は
力
ル
ド
・
エ
ル
。
兵
力
は

二
個
大
隊
。
団
旗
は
青
き
虎
。

南
部
方
面
軍
(
四
龍
騎
士
団
)

東
方
南
部
域
を
管
轄
と
す
る
。

南
部
は
気
性
の
荒
い
人
種
が
多
い

土
地
柄
で
、
普
か
ら
内
外
の
紛
争

が
絶
え
な
い
。
当
然
、
抑
え
る
側

は
そ
れ
に
ま
さ
る
勇
猛
さ
を
要
求

さ
れ
、
結
果
と
し
て
四
軍
の
中
で

最
強
の
軍
団
と
な
っ
た
。
軍
旗
の

意
匠
は
、
聖
撃
を
背
に
し
て
剣
を

〈
わ睦

え
た
二
匹
の
龍
。
制
式
狩
猟
機

は
重
装
甲
の

《
ア
ツ
シ
ヤ
|
・
ラ

グ
》
。

「
神
の
寧
隊
」
と
も
い
わ
れ
る
塑
刻
騎
士
団
は
、
東
方
動
乱
の
折
、

ま
さ
に
鬼
神
の
ご
と
き
強
さ
を
発
海
し
、
東
方
各
地
の
内
乱
を
平

定
し
て
い
っ
た

ナノてーラ、 ヴァクレイ・・・・・・・・

盈~)騎士団の使用する従兵織。 遺征などの際
に宿営用の荷物や、予備の武装などを運搬す

るナパーラ(右)と純粋に戦闘を目的として
作られたヴァデレイ(左)

:パイダー ・ラーフ

.北部の四虎騎士団情1)式狩獄機 〈ラーフ種〉

:において名機と侮われたダイカー・ラ-7
・の後継機。騎士団創j式機四種の中で俄体が

:最も大きい

B
E
F
H
Z牙
巴
院
杉
い
九
l
」

σ喜
箆
，
ゴ

-
車
問
龍
騎
士
団

《
龍
》
の
筆
頭
に
し
て
第
五
位
。

管
轄
は
ク
リ
エ
と
ナ
モ
の
二
国
。

兵
力
は
三
個
大
隊
。
団
旗
は
翼
を

持
っ
た
青
い
龍
。

-
赤
龍
騎
士
団

《
龍
》
の
次
席
で
あ
る
が
、
十
六

小
騎
士
回
全
体
で
は
、
白
虎
に
次

ぐ
第
二
位
。
《
東
方
動
乱
》
以
前
か

ら
ア

l
リ
ア
を
管
轄
と
し
て
い
る
。

兵
力
は
三
個
大
隊
。
団
旗
は
赤
い

包括。
。

注
目-

黒
龍
騎
士
団

《
龍
》
の
三
席
に
し
て
第
九
位
。

管
轄
は
カ
ル
フ
と
タ
ツ
ミ
タ
ン
の

ニ
因
。
兵
力
は

二
個
大
隊
。
団
旗

は
黒
い
双
頭
の
龍
。

-
白
龍
騎
士
団

《
龍
》
の
末
席
に
し
て
第
十
三
位
。

管
轄
は
口
キ
ニ
ア
。
兵
力
は
ニ
個

大
隊
。
団
旗
は
白
い
龍
。

東
部
方
面
軍
(
四
鳳
騎
士
団
)

商
業
が
盛
ん
で
、
文
化
的
に
も

優
れ
た
東
方
東
部
域
を
管
轄
す
る
。

兵
員
数
は
多
く
は
な
い
が
、
も
っ

と
も
装
備
が
充
実
し
て
い
る
。
団

旗
の
意
匠
は
聖
撃
を
背
に
羽
ば
た

く
八
本
の
尾
羽
を
持
つ
風。

制
式

狩
猟
機
は

(
ン
ャ
ト

l
ル
・
テ
ィ

ン
》
。

-
赤
鳳
騎
士
団

《
鳳
》
の
筆
頭
に
し
て
第
三
位
。

十
六
小
騎
士
団
の
中
で
も
、
最
も

新
し
く
最
も
充
実
し
た
装
備
を
有

す
る
。
管
轄
は
パ
ナ
卜
ス
。
兵
力

、』ーーー-ー
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は
三
個
大
隊
。
団
旗
は
尾
羽
の
一

本
が
赤
い
鳳
。

-
青
嵐
騎
士
団

《
鳳
》
の
次
席
で
あ
る
が
、
十
六

小
騎
士
団
中
で
は
最
下
位
の
第
十

六
位
。
実
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
謎
の
部
隊
で
あ
る
。
管
轄

は
東
方
沿
岸
の
島
、
カ
ド

l
マ
。

団
旗
は
尾
羽
の

一
本
が
青
い
風

0

・
白
鳳
騎
士
団

《
風
》
の
三
席
に
し
て
第
八
位
。

管
轄
は
イ
シ
ユ
ガ
ハ
ン
。
兵
力
は

二
個
大
隊
。
団
旗
は
尾
羽
の
一
本

が
白
い
鳳
。

-
黒
鳳
騎
士
団

《
鳳
》
の
末
席
に
し
て
第
十
四
位
。

管
轄
は
ク
・
ダ
ン
。
軍
事
上
の
要

衝
と
さ
れ
る
土
地
で
あ
り
、
四
個

大
隊
を
置
く
。
団
旗
は
尾
羽
の

一

本
が
黒
い
鳳
。

-・・・・田園圃

西
部
方
面
軍
(
四
狼
騎
士
団
)

東
方
西
部
域
を
管
轄
と
す
る
。

こ
の
地
域
は
未
だ

《
動
乱
》
の
混

乱
を
引
き
ず
り
、
教
会
の
勧
告
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
リ
ツ
、
ハ

グ
ド
|
ン
、
コ
ク
|
コ
ン
の

三
国

は
競
う
よ
う
に
軍
備
の
拡
充
に
励

ん
で
い
る
。
聖
刻
騎
士
団
も
警
戒

を
強
め
、
数
年
前
よ
り
兵
力
の
増

強
を
図
る
が
、
地
元
か
ら
の
志
願

者
が
少
な
く
、
他
の
三
軍
か
ら
騎

士
を
回
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
当

初
は
混
成
部
隊
だ
っ
た
が
、
騎
士

聞
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
出
身
ご

と
に
小
騎
士
団
を
再
編
成
し
た
。

操
兵
組
手
「
八
闘
力」

八
闘
力
は
操
兵
に
よ
る
無
手
の
格
闘
術
で
あ
る
。
戦
場
で
は
往
々

に

し
て
武
器
を
失
う
場
合
も
あ
る
た
め
、
狸
刻
騎
士
団
で
も
教
練
の
一

環
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る

は部型塑 弓
来 四て' ~J ' 
方狼あ 騎 /
四 騎る 士/'I
型 士 〈 団;
獣 団ウ市IJ J 

ののオ式・
〈 制ル機 内
狼式ン図 ノ
〉 機種種 オ
をで〉の jレ
初、の中‘
徐機機 でン
さ体体最・
せ形 ・も・
る状西 小

、、'.0¥一
、A:>乞10

/吉弘子二ー

p
，‘， 

f 

シャ卜 ール・ ティン
東部四鼠騎士団が制式機とする機

体o o>!~らJょした長い胸、 〈鳳〉を模
した兜や鐙の垂れが特徴である 〈テ

ィン穏〉の最新機である

第五階梯)

中隊長(第四階梯)

小隊長(第三階梅)寸 平

一般騎士(第二階梯)...J主

従土(第一階悌)

-聖
図将 (総鑓士団長/

第八階梯)
軍将(四方面軍団長/

第七階梯)
師将(小騎士団長/

第六階梯)

そ
の
た
め
騎
士
団
間
の
競
争
心
、

敵
慌
心
が
強
く
な
り
、

共
同
作
戦

で
は
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
こ
と
も
。

ル
・
ゾ
、

ジ
ン
パ
ー
に
は
聖
刻
騎

士
団
は
駐
留
し
て
い
な
い
。
団
旗

は
聖
撃
を
背
に
獲
物
を
く
わ
え
た

狼
。
制
式
狩
猟
機
は
《
ラ
ン
パ
|
-

ウ
ォ
ル
ン
》
。

-
黒
狼
騎
士
団

《
狼
》
の
筆
頭
に
し
て
第
四
位
。

地
元

《
狼
》
出
身
者
ー
ー
と
い
う

よ
り
カ
ム
リ
一
門
だ
け
で
編
制
さ

れ
て
い
る
。
管
轄
は
ハ
グ
ド
|
ン

因
。
兵
力
は
最
大
規
模
の
四
個
大

隊
。

-
白
狼
騎
士
団

《
狼
》
の
次
席
に
し
て
第
十

一
位
。

《虎
》
出
身
者
を
主
と
す
る
。
管

轄
は
ラ
イ
リ
ツ
。
兵
力
は
三
個
大

隊
。
制
式
狩
猟
機
は
北
部
の

《
ラ

|
フ
》
種
。

-
車
問
狼
騎
士
団

《
狼
》
の
三
席
に
し
て
第
七
位
。

《
龍
》
出
身
者
を
主
と
す
る
。
管

轄
は
コ
ク
|
コ
ン
。
兵
力
は
二
個

大
隊
。
制
式
狩
猟
機
は
南
部
の
《
ラ

グ
》
種
。

-
赤
狼
騎
士
団

《
狼
》
の
末
席
に
し
て
第
十
五
位
。

《
鳳
》
出
身
者
を
主
と
す
る
。
管

轄
は
ホ
ル
ダ
ー
ク
。
兵
力
は
二
個

大
隊
。
制
式
狩
猟
機
は
東
部
の
《
テ

イ
ン
》
種。

部
域
は
政
治
的
に
安
定
し
、

戦
の

52 
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と
に
小
騎
士
団
を
再
編
成
し
た
。

【
南
部
連
合
軍
】

東
方
暦
二
四
五
二
年
、
東
方
南

部
域
六
ヵ
国
で
新
法
王
ネ

i
ザ
の

呼
び
か
け
に
よ
り
、
南
部
域
六
カ

国
の
首
長
会
識
が
聞
か
れ
た
。
こ

れ
は
動
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
国

土
を
再
建
す
る
た
め
に
、
各
国
が

政
治
及
び
経
済
面
で
互
い
に
協
力

す
る
体
制
を
築
こ
う
と
い
う
主
旨

の
も
と
に
聞
か
れ
た
会
議
で
あ
っ

た
。
会
識
は
平
和
と
豊
穣
の
象
徴

-7

・
カ
シ
ス

で
あ
る
「
聖

樹
」
と
呼
称
さ
れ
た
。

第

一
回
会
議
で
は
、
南
部
域
の

国
家
間
に
お
け
る
相
互
不
可
侵
条

約
の
締
結
、
新
た
に

《
四
龍
騎
士

団
》
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
聖

刻
騎
士
団
南
部
方
面
軍
を
、
国
家

の
枠
を
越
え
た
治
安
軍
と
し
て
受

け
入
れ
る
、
動
乱
時
に
閉
鎖
さ
れ

て
い
た
交
易
路
を
再
開
す
る
な
ど

が
決
議
さ
れ
た
。
特
に
交
易
路
の

再
開
は
、
東
部
商
人
の
強
い
働
き

か
け
に
よ
る
も
の
で
、
南
部
域
の

当
事
国
の
頭
を
飛
び
越
え
て
、
ハ

ム
ル
を
占
領
し
た
シ
ン
固
と
事
前

交
渉
ま
で
も
が
行
な
わ
れ
て
い
た

と
い
う
。
も
っ
と
も
、
中
原
と
東

方
の
外
交
の
歴
史
で
は
そ
れ
は
す

で
に
慣
習
化
さ
れ
、
南
部
域
の
首

長
た
ち
も
事
前
交
渉
そ
れ
自
体
に

低
抗
は
示
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

動
乱
終
結
よ
り
六
年
、

東
・
南

IltI. 

は
東
方
四
霊
獣
の

〈
狼
〉
を
街
坤
怖
さ
せ
る

俳句

も

〈ラ・カシス〉 連合章・・

次なる中原滋出のために、東方の先鋒となるべく結

成された南部妓国家の迎合体 〈ラ・カシス〉のle'l!t

東方南部連合軍大型闘艦
アグ河において、シン軍と戦った東方mの

主力となった三本柱の大型倒艦.長さ十リ

- ~， 傾ニリート、高さは上甲板までニリ
ー卜という大きな紛体を持っている

<)I.l:アグの戦い〉において、東方寧が投入した秘密兵器グーリ・シ

ヤルパーンは、転移能力を備えた疑似呪操兵であった。転移の際に

付近の人聞の生命力を吸収するこの操兵は、戦場において敵味方問

わず屍の山を築き「死神J と恐れられた

部
域
は
政
治
的
に
安
定
し
、
戦
の

兆
し
は
ま
っ
た
く
な
い
状
態
を
迎

え
て
い
た
。
経
済
的
に
も
活
発
な

商
取
引
が
行
な
わ
れ
、
国
同
士
の

物
流
も
盛
ん
で
あ
る
。
も
は
や
復

興
の
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
て
、

新
た
な
る
発
展
の
段
階
に
移
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
外
」
に
目

を
向
け
る
余
裕
が
生
ま
れ
、
百
年

前
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
ハ
ム
ル

奪
回
と
い
う
大
規
模
な
出
兵
が
再

び
計
画
さ
れ
た
。

首
長
会
議
の
名
称
を
そ
の
ま
ま

冠
に
戴
い
た
南
部
域
連
合
軍
《
-7

力
シ
ス
》
は
二
四
五
四
年
に
侵
攻

を
開
始
、
東
ア
グ
に
お
い
て
シ
ン

水
軍
と
激
突
し
た
。
両
軍
双
方
多

大
な
る
被
害
を
出
し
一
時
は
勝
着

状
態
に
陥
っ
た
こ
の
戦
い
も
、
聖

刻
教
会
が
投
入
し
た
秘
密
兵
器
に

よ
っ
て
形
勢
は
一
気
に
侵
攻
軍
に

傾
い
て
い
っ
た
。

グ
!
リ
・
シ
ヤ
ル
パ

l
ン
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

h
L

東
方
南
部
逮
合
訟
の
秘
密
兵
器
.
練
法
に
よ
る
空
間
転
移

i

能
力
を
そ
な
え
る
疑
似
呪
操
兵
で
、
か
つ
て
中
原
の
キ
ヲ

ン
閣
に
出
現
し
た
ア
グ
1
・
シ
ャ
ル
パ

l
ン
の
改
良
型
で

あ
る
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