


ヴ
ア
シ
ユ
マ
|
ル
は
、
謎
の
操
兵
部
隊
に
戦
い
を
挑
む
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カ
ロ
ウ
ナ
の
収
穫
祭

カ
ロ
ク
ナ
の
村
、
て
は
、
毎
年
イ
ム
の
月
二
十
八
日

に
な
る

t
、
そ
の
年
の
収
穫
を
祝
う
、
年
に
一
度
の

収
秘
的
H
A
が
行
わ
れ
る
。

普
段
も
の
静
か
な
こ
の
村
も
、
祭
り
の

一
週
間
前

に
な
る
と
だ
ん
だ
ん

t
に
宮
や
か
に
な
り
、
祭
り
の

前
日
に
は
、
準
備
に
追
わ
れ
て
さ
ら
に
忙
し
さ
を
増

す。
都
品
り
の
日
に
は
、
六
刻
(
正
午
)
に
な
る

t
村
は

ず
れ
に
あ
る
ソ

1
ブ
ン
寺
と
い
う
ラ
マ
ス
教
の
寺
院

に
村
人
た
ち
が
集
ま
り
、
収
穫
祭
の
儀
式
が
執
り
行

わ
れ
る
。

儀
式
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
怨
厳
格
で
は
な
い
、
簡

単
な
も
の
で
あ
る
。
ヰ
寸
の
管
長
の
祝
詞
の
あ
と
、
村

人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
寄
っ
た
殺
物
な
ど
を
焚
き

火
の
中
に
く
ぺ
て
紳
に
自
分
た
ち
の
収
穫
物
を
さ
さ

げ
、
来
年
の
豊
作
を
祈
る
の
だ
。
天
候
に
恵
ま
れ
、

共
同
の
穀
物
倉
が
豊
か
に
な
っ
た
年
は
、
村
人
た
ち

の
ど
の
顔
を
見
て
も
、
明
る
い
表
情
が
浮
か
ん
で
い



フ
ェ
ン
は
、
ラ
ウ
族
の
長
、
イ
ル
に
別
れ
を
告
げ
ヴ
ア
シ
ユ
マ
|
ル
と
と
も
に
旅
立
つ
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円
笠
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
村
人
た
ち
は
こ
ぞ

っ
て

表
通
り
に
く
り
だ
す
。
表
通
り
で
は
、
村
人
た
ち
は

も
ち
ろ
ん
、
カ
ロ
ウ
ナ
の
村
近
〈
に
住
ん
て
い
る
遊

牧
民
や
、
述
〈
離
れ
た
町
か
ら
き
た
商
人
な
ど
て
あ

ふ
れ
か
え
り
、
あ
た
か
も
都
市
の
よ
う
な
に
ぎ
わ
い

ボ
り
を
見
せ
る
。

通
り
の
道
筋
に
は
、
灯
火
の
明
り
の
下
に
紙
訟
を

広
げ
、
作
物
や
家
高
の
肉
、
皮
細
工
な

E
の
さ
ま
ざ

ま
な
商
品
を
並
べ
た
行
，
尚
人
た
ち
が
陣
取
り
、
ひ
や

か
し
の
客
や
年
に

一
度
の
絞
沢
と
ば
か
り
に
良
い
求

め
る
人
々
で
ご
っ
た
が
え
す
。

カ
ロ
ウ
ナ
の
村
に
た
だ

一
軒
し
か
な
い
酒
場
の
応

先
に
は
、
消
愉
叫
が
山
の
よ
う
に
絞
ま
れ
、
刷
用
士
た
ち

の
較
快
な
泌
必
に
A
n
わ
せ
て
、
村
人
、
よ
そ
者
世
間

わ
ず
人
々
が
踊
り
阿
っ
て
い
る
。

本
来
、
村
人
と
遊
牧
民
た
ち
と
は
互
い
に
相
容
れ

な
い
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
日
だ
け
は
そ
ん
な
こ
と

も
忘
れ
、
両
者
は

一
緒
に
な
っ
て
大
地
の
災
り
を
芯

ぴ
合
う
の
だ
。

ド
ウ
シ
ヤ
の
街
で
出
会
っ
た
少
女
、
ジ
ユ
レ
・
ミ
イ
は
、
フ
エ
ン
の
運
命
を
占

お
う
と
す
る
が
・
.. 

ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
場
所
で
、
ダ
ム
・
ダ

i
ラ
に
率
い
ら
れ
た
聖
掌
八
門
の
会
合
が
始
ま
る
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ク
リ
シ
ュ
ナ
、
ジ
ュ
レ
と
と
も
に
。
風
の
巣
。
を
越
え
よ
う
と
し
た
フ
工
ン
の
前
に
、
異
様
な
呪
操
兵
を
駆
る
、
火
の
門
パ
ル
サ
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
た

グ
ル
|
ン
・
ワ
ル
ズ
が
デ
ユ
ラ
ハ
|
ン
に
着
く

カ
ッ
チ
ャ
ナ
ラ
の
山
で
フ
ェ
ン
と
ガ
ル
ン
の
試
合
が
始
ま
っ
た

四
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〈交
易
路
〉
沿
い
の
宿
場
問

市
矢
口
初
路
》
は
官
民
凶
を
結
ぶ
主
要
交
通
路
に
な

っ

て
い
て
、
約
二
十
五
リ
ー
ご
と
に
μ
市
場
町
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
も
と
も
と
隊
商
や
旅
人
を
相
手
に
し
た

も
の
な
の
で
、
衝
と
い

っ
て
も
そ
れ
程
大
き
く
な
く
、

絹
川
町
や
酒
場
、
あ
と
は
商
底
な
ど
が
い
く
つ
か
あ
る

程
皮
だ
。

大
き
な
都
な
ど
は
、

《
交
易
肋
附
〉
が
進
前
十
に
お
い
て

も
利
期
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
被
害
を
避
け
る
た
め
に

削
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
〈
ら
れ
て
い
る
。

大
き
な
都
と
は
巡

っ
て
、
宿
場
町
は
比
較
的
自
由

に
出
入
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
殺
し
も
が
そ
う

だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
金
を
持

っ
て
い
な
い
よ
う
な

薄
汚
い
格
姉
を
し
た
者
や
、
怪
し
い
風
体
の
者
な

E

の
場
A
円
に
は
、
兵

っ
先
に
門
前
払
い
を
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

も
し
、
速
一悲
く
街
口
躍
が
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
と
き

に
は
、
刑
判
泊
り
を
探
し
て
み
る
と
よ
い
。
蛇
u
通
の
術

場
川
‘
で
あ
れ
ば
、
ま
ず

一
刺
や
二
軒
は
見
つ
か
る
は

ず
だ
。
袋
通
り
に
あ
る
術
展
は
、
表
通
り
の
そ
れ
と

比
べ
る
と
は
る
か
に
質
は
議
ち
る
が
、

金
色
λ
払
え

ば
た
い
て
い
は
訟
で
も
治
め
て
〈
れ
る
。
何
日
も
野

術
を
絞
け
た
あ

t
な
ど
は
、
こ
う
い

っ
た
街
屋
で
も

十
分
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
宿
屋
の

一
つ
、
ド
ウ
シ
ャ
の
町
仁
あ
る
イ

ザ
ト
の
酒
場
は
、
客
が
十
五
人
も
入
れ
ば
満
員
に
な

@ 



ドレか

し
、
敵
軍
を
支
援
す
る
練
法
師
タ
口
ト
の
カ
の
前

に
ダ
マ
ス
タ
軍
は
敗
れ
、
ク
リ
シ
ユ
ナ
は
同
行
し

た
ジ
ユ
レ
と
一
緒
に
最
大
の
危
機
に
陥
っ
た
。

ダ
マ
ス
タ
に
も
ど
っ
た
ク
リ
シ
ユ
ナ
を
ゴ
ル
将
軍
が
郷
織
す
る

ダ
マ
ス
タ
先
遣
軍
の
出
立
に
街
は
わ
き
た
つ
。
中
で
も
目
を
ひ

い
た
の
は
、
銀
の
狩
猟
機
、
ア
ビ
・
ル
|
パ
だ

る
と
い
っ
た
、
こ
ぢ
ん
ま
り

t
し
た
広
だ
。
二
階
建

て
て
は
あ
る
が
、
傷
み
が
目
立
つ
、
結
構
古
び
た
建

物
で
あ
る
。

腐
の
中
は
、
煙
草
の
煙
や
食
べ
物
の
匂
い
で
む
せ

か
え
る
ほ
ど
の
異
臭
が
深
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
こ

と
も
気
に
な
ら
な
い
の
か
、
何
人
か
の
客
が
楽
し
げ

に
杯
を
か
わ
し
て
い
る
。
出
出
の
奥
に
あ
る
帳
場
の
隣

り
仁
は
、
い
か
に
も
札
み
そ
う
な
階
段
が
二
附
へ
と

LWL

。

占
品
川
ノ
、こ

う
い
っ
た
宿
屋
で
の
食
事
は
、
た
い
て
い
、
ジ

ヤ
ク
(
烈
豚
の

一
種
)
な
ど
の
肉
を
焼
い
た
も
の
や

ス
l
プ
、
リ
ゲ
の
実
な
ど
が
出
さ
れ
る
。
三

i
五
ゴ

ル
ダ
も
払
・た
ば
、
十
分
な
泣
の
食
事
に
あ
り
つ
け
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
ド
ウ
シ
ャ
の
町
の
よ
う
な
乾
燥
地

帯
て
は
水
は
と
て
も
貨
車
な
も
の
な
の
で
、
十
分
に

喉
を
う
る
お
し
た
い
の
な
ら
ば
、
さ
ら
に
金
を
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
階
に
は
、
六
つ
の
宿
泊
部
屋
が
あ
り
、
廊
下
を

は
さ
ん
で
、

三
つ
ず
つ
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
部
屋
に
は
、
寝
具

一
式
に
机
、
精
子
、
そ
れ
に

簡
単
な
小
型
の
使
総
が
付
い
て
い
る
。

泉
通
り
に
あ
る
宿
屋
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、

寝
台
は
硬
く
、
何
か
す
・
λ
た
臭
い
が
し
み
つ
い
て
い

る
。
と
は
い

λ
、
安
い
料
金
で
ゆ

っ
く
り

k
似
る
こ

と
が
で
き
て
、
食
料
の
伐
り
に
も
い
ち
い
ち
気
に
す

る
必
要
が
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
野
宿
を
す
る
よ

り
は
ず
っ

t
よ
い
だ
ろ
う
。
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ラ
パ
ザ
l
ナ
を
舞
台
に
、
ダ
マ
ス
タ
と
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
の
戦
い

が
始
ま
る

操
兵
に
よ
る
旅

ダ
マ
ス
タ
の
よ
う
な
乾
燥
地
慌
て
は
、

日
中
は
開

|
度
近
く
ま
で
気
泌
が
古
川
く
な
る
が
、
そ
の
逆
に
、

夜
間
に
は
本
下
十
皮
に
ま
で
急
激
に
気
慌
が
下
が
る
。

そ
う
し
た
厳
し
い
政
焼
、
て
は
、
隊
古
川
や
、
軍
隊
が

行
草
す
る
以
外
に
は
、
滅
多
に
旅
を
し
よ
う

t
は
忠

わ
な
い
の
が
佐
通
だ
ろ
う
。
も
し
単
独
で
、
し
か
も

繰
兵
て
旅
を
す
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
附
則
な
こ

と
だ
。

山
保
丘
(
て
の
旅
の
場
合
、
ま
ず
必
要
に
な
る
の
が
水

だ
ろ
う
。
保
兵
を
動
か
し
て
い
る
筋
肉
筒
は
、
長
時

間
稼
働
さ
せ
て
い
る
Ire-
次
第
に
熱
を
持

つ
た
め
、
冷

却
水
に
よ
り
冷
や
す
必
要
が
あ
る
の
だ
。
さ
ら
に
、

日
中
の
高
い
気
温
の
下
で
は
冷
却
水
の
消
耗
は
ず
っ

と
激
し
く
な
る
の
で
、
大
口
品
の
水
が
必
婆
に
な
っ
て

く
る
。
で
き
る
か
ぎ
り
操
兵
の
水
零
恭
に
水
を
補
充

す
る
こ
と
も
大
事
だ
が
、
念
の
為
に
予
備
の
冷
却
水

容
器
を
朋
な
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

け
的
地

ま
で
の
逃
の
り
を
記
し
た
地
凶
も
必
要
だ
。
《
山矢口的同州
》

沿
い
i

に
旅
を
絞
け
る
に
し
て
も
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
た
め
に
、
水
を
補
給
で
き
そ
う
な
場
所
ぞ
あ
ら
か

じ
め
知

っ
て
お
く
べ
き
だ
。

ま
た
、
坪
い
布
製
の
マ
ン
ト
も
必
要
で
あ
る
。
抗

射
日
光
を
巡
り
、
冷
却
水
の
消
費
を
抑
え
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
砂
壊
が
人
る
の
を
防
ぐ
効
果
も
あ
る
の

だ
。
ま
た
、
駐
機
姿
勢
を
取
り
、
?
ン
ト
の
級
を
杭

で
地
問
に
止
め
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
野
営
問
の
天
幕
と

@ 
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V
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a
ll

DIGEST 
み
ご
と
な
戦
略
て
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
の
追
撃
部
隊
を
退
け
た
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
凱
旋
す
る
。
ダ
マ
ス
タ
軍
の
野
営
地
は
、
戦
勝
に
湧
き
あ
が
っ
た

ラ
パ
ザ
|
ナ
の
衡
を
見
下
ろ
す
ガ
シ
ュ
ガ
ル
と
ゼ
ナ
ム

集黍厩n恒E亥司碍主

ア
ラ
ク
シ
ャ
l
に
着
い
た
リ
ム
リ
ア
の
前
に
ゾ
マ
が
現
れ
た

k
日制、

j
um
g司

君
門

E----z宅・2
・・・
国

し
て
も
使
え
る
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
応
急
処
置
用
に
、
予
備
の
手
首

ゃ
、
へ
こ
ん
だ
装
甲
を
補
修
す
る
た
め
の
金
属
片
と

布
、
そ
し
て
簡
単
な
工
具
な
ど
も
必
要
だ
ろ
う
。

夜
間
は
、
急
激
に
冷
え
込
む
の
で
、
操
丘
ハ
の
冷
却

水
の
消
費
は
抑
・λ
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
の
怒
さ
の
た

め
に
、
冷
却
水
管
の
水
や
血
液
が
凍
結
し
、
破
裂
し

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

一
腕
中
動
か
せ
ば
、
稼
働

に
よ
る
熱
て
凍
結
は
防
「
こ

t
は
で
き
る
が
、
心
肺

器
が
凱
…
を
持
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
凍
結
を
防
「
た

め
に
は
夜
を
徹
し
て
火
を
焚
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。ジ

ュ
レ
・
ミ
ィ
の
テ
ン
ト

遊
牧
民
ら
が
使
う
革
製
の
テ
ン
ト
は
、
旅
の
聞
の

仮
の
術
と
し
て
、
か
な
り
似
利
な
も
の
だ
。
ジ
ユ
レ
・

ミ
イ
が
使
っ
て
い
た
テ
ン
ト
も
、
そ
れ
に
類
す
る
も

の
で
中
は
紡
梢
広
く
、
全
体
が
十
ハ
ハ
つ
烈
な
布
て
ふ
た

つ
に
仕
切
ら
れ
て
い
て
、
入
り
口
側
だ
け
で
も
二
人

く
ら
い
は
住
め
る
ほ

E
の
余
絡
が
あ
る
。

こ
の
宅
聞
は
、
市
い
の
と
き
に
使
わ
れ
る
部
屈
に

な
っ
て
い
て
、
紫
の
布
て
被
っ
た
机

t
‘
そ
の
手
前

に
丸
精
子
が
二
つ
あ
る
。
机
の
向
こ
う
に
は
背
任
ん
れ

の
つ
い
た
大
き
め
の
精
子
と
、
別
途
も
分
か
ら
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
入
れ
た
棚
が
地
いか
れ
て
い
る
。

机
の
止
に
は
同
心
円
の
脱
法
仰
が
拙
か
れ
、
そ
の

般
に
銅
製
の
ム
口
座
が
つ
レ
た
水
品
球
が
山
十旧
か
れ
て
い

'
A
V

。
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王
都
デ
ユ
ラ
八

i
ン

三一ー

@ 

マ
と
カ
ル
ラ
に
よ
っ
て
、

る
第
二
の
人
格
へ
の
精
神
改
造
を
受
け
て
い
た
。

ガ
ル
ン
は
フ
エ
ン
と
別
れ
、
ク
ー
ニ
ア
と
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
に
し
た

か
つ
て
栄
華
を
極
め
た
聖
都
も
、
今
で
は
廃
塊
同
然
で
あ
っ
た

デ
ラ
フ
ハ

l
ン
は
、
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
の
王
都
に
あ
た

る
城
山
岩
都
市
、
て
、
政
治
、
経
済
、
軍
事
の
す
べ
て
が

こ
こ
じ
集
約
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
と
し
て
の
体
裁

を
盤
え
る
た
め
だ
け
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、

笑
際

に
は
そ
の
機
能
は
ほ
と
ん

E
な
い
。

も
と
も
と
、
ウ
片
オ
ゴ
ナ
は
、

《
天
馬
主
V
ウ
ル
大

帝
が
そ
の
指
導
力
に
よ
っ
て
二
百
あ
ま
り
の
部
族
を

ま
と
め
あ
げ
、

当
時
没
落
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
た

チ
エ
ン
王
朝
を
倒
し
て
つ
く
ら
れ
た
国
な
の
、
で
あ
る
。

ま
だ
百
年

t
歴
史
は
浅
い
が
、
都
市
全
体
は
前
王
朝

の
も
の
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
の
で
、
建
物
自

体
は
非
誌
に
古
い
。

デ
ュ
ラ
ハ

l
ン
市
街
は
、
そ
の
住
民
の
身
分
に
よ

っ
て
、
同
心
円
状
に
内
側
か
ら
三
つ
の
区
闘
に
分
け

ら
れ
て
い
l

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
線
に
は
、
品
川
外
周

の
城
壁
と
変
わ
ら
な
い
堅
牢
な
壁
が
築
か
れ
て
お
り
、

敵
が
城
纂
に
侵
入
し
て
も
、
内
側
に
さ
ほ
ど
影
響
は

な
い
。
ま
た
、
常
に
三
千
の
ま
直
轄
寧
が
駐
留
し
て

お
り
、
う
ち

一
個
山
，隊
が
正
門
で
厳
重
な
四
百
備
を
行

っ
て
い
る
。

中
心
部
で
あ
る
第

一
区
は
、
王
族
と
武
族
の
居
住

区
に
な
っ
て
い
て
、
真
の
玉
城
に
あ
た
る
。
前
王
朝

の
時
代
は
栄
撃
を
緩
め
た
暮
し
ぶ
り
戸
、
っ
た
が
、
今

で
は
住
む
者
が
い
な
い
た
め
、
そ
の
面
影
は
あ
ま
り

一、、。

〈
L第

二
区
は
、
富
裕
階
級
の
居
住
区
で
、
き
ち
ん
と

し
た
区
画
繋
理
が
い
き
と

E
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

二
十
年
前
に
建
て
ら
れ
た
池
上
四
仲
間
建
て
に
岨
相
当
す

る
聖
刻
教
会
の
大
聖
堂
が
あ
る
。
第
二
区
の
住
民
の

ほ

t
ん
ど
が
信
者
に
な
っ
て
い
て
、
最
近
で
は
教
区

t
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
区
に
あ
る
ウ
N

オ
ゴ
ナ
寧
の
本
部
に

は
、
雄
一刻
騎
士
団
の
分
担
曲
が
あ
る
。
製
刻
騎
士
聞
は
、

教
会
の
守
殺
や
、
布
教
活
動
の
妨
げ
と
な
る
敵
を
矧

除
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
て
、
教
会
の
あ
る
国

に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
こ
う
い
っ
た
駐
屯
所

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
原
で
は
ま
だ
聖

刻
教
会
は
広
ま
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
袈
刻
騎
士
団
も

ウ
ル
オ
ゴ
ナ
寧
本
部
に
間
借
り
を
し
て
い
る
の
が
現

状
だ
。一

番
外
側
の
第
三
区
は
貧
民
街
て
、
貧
し
い
者
た

ち
が
こ
こ
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
二
区

へ
の
出
入

り
は
決
め
ら
れ
た
者
以
外
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
何
年



儀表履t直司亥事型

も
通
っ
た
商
人
で
さ
え
厳
し
い
官
官
査
を
受
げ
る
。
ま

た
、
ほ
と
ん
ど
の
男
性
は
兵
に
取
ら
れ
て
お
り
、
街

・
は
閑
散
と
し
て
い
る
。

デ
ュ
ラ
ハ

l
ン
の
地
下
に
は
、
チ
ェ
ン
王
朝
時
代

に
作
ら
れ
た
下
水
道
が
街
全
体
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
貯
だ
が
、
盗
賊
匠
A
円
の
者

た
ち
が
、
第
二
区
へ
の
秘
密
の
抜
け
穴
と
し
て
利
用

し
て
い
る
ら
し
い
。
と
は
い
V

え
、
迷
路
の
よ
う
な
下

水
道
を
進
む
の
も
、
ま
た
危
険
な
こ
と
で
は
あ
る
だ

ろ
う
。



ラ
バ
ザ
|
ナ
の
戦
い
で
絶
体
絶
命
の
危
機
に
あ
っ

た
ク
リ
シ
ユ
ナ
は
部
下
た
ち
の
活
躍
と
イ
ル
・
カ

タ
ム
の
援
護
で
九
死
に
一
生
を
得
た
が
、
自
ら
の

作
戦
の
失
敗
に
よ
っ
て
帰
る
所
を
失
っ
た
。
そ
こ

で
彼
は
イ
ル
の
義
勇
軍
へ
の
参
加
の
働
き
か
け
に

応
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
、
フ
ェ
ン
は
ア
ラ

ク
シ
ヤ
|
で
練
法
師
ガ
ル
タ
を
倒
し
、
遂
に
ソ
マ

と
の
因
縁
の
対
決
を
迎
え
た
。
《莫
・
聖
刻
》
の
な

い
劣
勢
の
ヴ
ア
シ
ユ
マ
|
ル
の
た
め
闘
志
を
失
い

か
け
た
フ
エ
ン
だ
っ
た
が
、
ジ
ユ
レ
の
意
識
に
支

え
ら
れ
て
何
と
か
ゾ
マ
を
倒
す
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
彼
の
前
に
、
黒
幕
の
ダ
ム

・
ダ
|
ラ
と

《黒
き
操
兵
》
八
イ
ダ
ル

・
ア
ナ
ン
ガ
が
現
れ
る
。

• 

聖
都
ア
ラ
ク
シ
ャ
i

ア
ラ
ク
シ
ャ

l
は
、
日
さ
百
リ

l
卜
も
の
高
い
山

に
閥
ま
れ
た
、
直
径
約
附
・
丘
リ

l
の
盆
地
の
中
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
二
千
五
青
年
前
に
中
原

を
支
配
し
て
い
た
、

《
自
主
王
》
の
帝
国
の
都
、
で
あ

。，
。

山
あ
い
に
あ
る
町
は
そ
れ
は
、
と
珍
し
く
は
な
い
が
、

こ
の
ア
ラ
ク
シ
ャ

l
は
計
算
さ
れ
た
よ
う
な
兵
問
を

揃
い
て
い
る
山
の
中
に
つ
〈
ら
れ
て
お
り
、
材
活
か

り
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

合
同
き
ま
》
の
帝
国
は
、
王
の
死
後

一
夜
に
し
て

滅
び
、
ア
ラ
ク
シ
ャ

l
は
王
の
復
活
ま
で
地
の
底
に

封
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
王
の

m一女
で
あ
る
リ
ム
リ
ア

に
よ
り
、

一向
ひ
そ
の
姿
を
表
わ
し
た
。

市
街
は
、
中
央
広
同
明
か
ら
四
十
五
度
の
角
度
に
正

硲
に
分
け
ら
れ
た
八
本
の
道
路
が
放
射
状
に
伸
び
、

き
れ
い
に
建
物
を
区
分
け
し
て
い
る
。
建
物
や
道
路

は
す
べ
て
艶
や
か
な
白
い
石
で
で
き
て
お
り
、
紀
元

@ 



ク
リ
シ
ュ
ナ
た
ち
は
、
イ
ル
・
カ
タ
ム
に
よ
っ
て
助
け
だ
さ
れ
た

儀表雇翼髄I亥司

ヴ
ア
シ
ユ
マ

l
ル
か
ら
激
し
い
気
合
と
と
も
に
放
た
れ
允
気
が
、
練
法
師
ガ

ル
ダ
の
乗
る
呪
操
兵
を
打
ち
砕
く

ゾ
マ
の
仮
面
が
は
ず
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
フ
エ
ン
の
父
親
に
そ
っ
く
り
な
顔

が
あ
っ
た

二
人
は
並
ん
で
、
丸
太
の
上
に
腰
か
け
て
い
た

前
に
作
ら
れ
た

t
は
信
じ
ら
れ
な
い
は
ど
、
傷
み
や

汚
れ
が
な
い
。
ま
た
、
建
物
に
は
見
た
こ
と
も
な
い

古
代
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
優
美
ち
を
際
立
た

せ
て
い
る
。
市
街
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
巨
大
な
戦
士

の
青
銅
像
が
置
か
れ
て
お
り
、
中
に
は
、

《白
き
王
》

の
家
距
で
あ
る
《
千
の
守
殺
者
》
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。

広
場
の
中
央
に
は
、

《臼
班
の
は
じ

と
呼
ば
れ
る
、

古川
さ
百
二
十
リ
!
卜
も
の
巨
大
な
撚
が
立
っ
て
い
て
、

こ
の
搭
も
ま
た
、
市
街
と
向
じ
材
質
で
つ
く
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
、
こ
の
様
は

《
臼
き
王
の
背広
線
》
と
も
呼
ば

れ
、
鋭
の
よ
う
に
・
際
主
上
げ
b
れ
た
黒
レ
石
材
て
で

き
た
王
座
の
附
に
は
、

《'
円
き
桜
丘
山》
ヴ
ァ
シ
ュ
マ

l

山げが小宮山
一位
さ
れ
て
い
た
。

@ 



フエ
ン
と
ガ
ル
ン
の
前
に
出
現
し
た
操
兵
こ
そ
、
黒
き
操
兵
ハ
イ
ダ
ル

・
ア
ナ
ン
ガ
だ
っ
た

パ
ラ
|
八
に
救
わ
れ
、
ラ
ぃ

命
を
授
け
ら
れ
て
ク
リ
シ
ユ
ナ
の
い
る
オ
ズ

戦
場
付
近
に
送
り
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
ク
リ

シ
ユ
ナ
と
手
を
結
び
、
グ
ル
|
ン
ワ
ル
ズ
に
急
襲

さ
れ
た
宿
営
地
へ
と
急
ぐ
。
そ
し
て
、
そ
の
オ
ズ

ノ
に
は

《黒
》
に
洗
脳
さ
れ
た
古
操
兵

《干
の
守

護
者
》
の
ホ
|
タ
ン
軍
が
向
か
い
つ
ヲ
あ
っ
た
。

リ
ム
リ
ア
と
ガ
ル
ン
を
殺
さ
れ
、
憎
悪
と
闘
争
心
を
爆
発
さ
せ
る
フ
エ
ン

操
兵
と
騎
馬
の
戦
い

中
原
で
は
、
最
近
に
な
っ
て
繰
兵
の
数
が
多
く
な

っ
て
き
た
も
の
の
、
戦
に
お
い
て
は
ま
だ
騎
馬
を
主

力
に
置
い
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

現
在
、
繰
丘
ハ
を
作
り
出
す
技
術
は
東
方
の
撃
刻
教

会

t
西
方
の
工
呪
会
に
し
か
な
く
、
中
原
の
諸
国
家

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
購
入
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
戦
仁
使
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
数
を

揃
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
様
兵
は
と
て
も
高
価

な
も
の
、
て
あ
る
た
め
に
、
大
き
な
国
と
い
・
λ
ど
も
、

そ
う
お
い
そ
れ
と
購
入
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
あ
る
。

操
丘
(
は
、
低
級
機

t
さ
れ
る
従
兵
機
で
さ
え
騎
馬

十
騎
分
の
働
き
を
見
せ
、
狩
猟
機
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

以
上
の
戦
力
と
な
る
。
し
か
し
、
十
分
な
数
の
操
兵

が
手
に
入
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
酷
刷
為
を
主
な
戦
力

と
す
る
し
か
な
い
。

操
兵
の
鎧
は
、
人
間
が
活
用
す
る
も
の

t
材
質
は

変
わ
ら
な
い
が
、
色
ら
仁
問
時
〈
頑
丈
に
て
き
て
い
る

の
で
、
人
間
の
武
株
、
て
は
そ
う
簡
単
に
傷
つ
く
こ
と

は
な
い
。
山
保
丘
ハ
と
騎
馬
が
戦
っ
た
場
合
、
操
共
に
扱

容
を
与
・
λ

る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、

一
幣
の
も
と

に
葬
り
去
ら
れ
る
、
と
レ
う
こ
と
も
不
思
議
で
は
な

、
。も

ち
ろ
ん
、
繰
兵
の
巨
体
が
列
を
な
し
て
い
る
だ

け
で
も
、
敵
味
方
双
方
の

1
気
に
大
き
く
影
響
を
及

ぼ
す
-」
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
操
兵
に
も
弱
点
は
あ
る
。
頑
丈
な
鐙
の

内
側
仁
は
、
そ
の
機
体
を
動
か
し
て
い
る
筋
肉
筒
が

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
比
較
的
脆
く
、
人
間
の
カ
で

も
十
分
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
関
節
部
分
な
ど
の
筋
肉
筒
は
、
可
動
範
闘
を

大
き
く
す
る
た
め
に
む
き
出
し
に
し
て
い
る
場
合
が

多
く
、
繰
兵
の
膝
の
哀
な
ど
は
、
馬
上
か

ら
攻
験
し

や
す
い
位
践
に
あ
る
。
ま
た
、
大
抵
操
兵
の
機
体
に

は
、
視
界
を
大
き
く
と
る
た
め
の
透
き
間
が
設
け
ら

れ
て
レ
る
の
で
、
そ
こ
を
総
や
弓
で
抑
制
う
こ
と
も
で

主
C

る
。

騎
馬
が
圧
倒
的
な
強
ち
を
見
せ
る
の
は
、
そ
の
機

動
性
を
活
か
し
た
作
戦
に
出
た
と
き
だ
ろ
う
。
操
兵

は
烏
よ
り
も
早
く
走
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
機
敏
な

動
き
を
す
る
こ
と
は
と
て
も
灘
し
い
。
一

か
所
に
ま

と
ま

っ
た
利
手
を
臨
時
ま
払
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
バ

ラ
バ
ラ
に
攻
め
て
き
た
相
手
に
対
し
て
臨
機
応
変
に



儀表震Jt回亥噂型

息
絶
え
た
は
ず
の
女
練
法
師
カ
ル
ラ
は
月
の
光
を
浴
び
、
見
守
る
ア
レ
ナ
と
オ

l
ズ
の
前
で
蘇
っ
た

戸

、
¥
、
三

¥
争

フ
エ
ン
を
介
し
て
結
ば
れ
て
い
た
ク
リ
シ
ユ
ナ
ル
と
ガ
ル
ン
は
堅
い
握
手
を
交
わ
し
た

---

対
応
す
る
に
は
、
総
兵
来
り
と
し
て
の
か
な
り
の
熟

練
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
に
は
、
機
体
を
十
分
に
動

か
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
練
兵
の
狭
い
税
野
か
ら
、

問
り
の
状
況
を
瞬
時
に
判
断
す
る
能
力
も
婆
求
さ
れ

る
の
だ
。

第
五
次
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
佼
攻
に
お
い
て
、
圧
倒
的
不

利
な
状
況
の
中
て
、
ダ
マ
ス
タ
義
勇
軍
が
あ
れ
だ
り

の
成
果
を
あ
げ
る
こ

t
が
で
き
た
の
は
、
そ
う
し
た

桜
丘
ハ
の
弱
点
を
つ
く
と
い
う
、
山
保
丘
ハ
釆
り
と
し
て
の

ク
リ
シ
ュ
ナ
の
助
言
を
も
と
に
し
た
戦
法
を
と
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
き
ち
ん
と
統
率
さ
れ
た
軍
隊
な
ら

t
も
か

く
、
鋭
、
な
る
部
族
の
者
た
ち
を
集
め
た
ダ
マ
ス
タ
銭

前
川
市
?
で
は
、
隊
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
の
に
か

な
り
苦
労
し
て
い
た
。
部
族
に
よ
っ
て
は
償
習
が
ま

っ
た
く
迷
う
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
の
に

時
間
が
か
か
る
の
だ
。

と
は
い
え
、
も
と
も
と
彼
ら

た

は
優
れ
た
騎
兵
で
あ
り
、
馬
の
扱
い
に
は
長
り
て
い

る
者
た
ち
ば
か
り
だ。

一
度
理
解
し
て
し
ま
え
ば
、

わ
ず
か
な
聞
に
集
団
と
し
て
の
動
き
を
-』
な
せ
る
よ

'
フ
に
な
る
。

@ 



ハ
イ
ダ
ル
の
か
か
げ
た
右
手
の
中
に
黒
刃
の
祭
出
現
し
た

/

ダ
ム
・
ダ
|
ラ
は
抵
抗
す
る
聖
剣
工
ル
・
ミ
ユ
|

ト
を
抑
え
て
ヴ
ア
シ
ユ
マ
|
ル
を
も

《黒
》
に
染

め
た
。

《八
の
聖
刻
》
の

《黒
》
と

《白
》
の
均
衡

は
破
れ
、

《被
れ
》が
世
界
を
侵
食
し
始
め
る
。
だ

が
、
ル
ミ
ア
の
力
を
得
た
り
ム
リ
ア
は
フ
ェ
ン
の

復
活
を
図
っ
た
。
そ
の
際
の

《真
・
聖
刻
》
の
光

で
ダ
ム
・
タ
i
ラ
の
意
識
は
ソ
マ
か
ら
分
離
し
、

八
イ
ダ
ル
は
逃
げ
去
っ
た
。
一
方
、
ガ
ル
ン
た
ち

は
オ
ズ
ノ
で
戦
っ
て
い
た
。

《干
の
守
護
者
》
の
殺

裁
を
見
た
ガ
ル
ン
と
ク
リ
シ
ユ
ナ
は
こ
れ
に
立
ち

向
か
う
。
二
人
か
力
尽
き
た
時
ヴ
ア
シ
ユ
マ
|
ル

が
戦
場
に
現
れ
、

《白
き
操
兵
》
と

《黒
き
操
兵
》

の
定
め
ら
れ
た
戦
い
が
始
ま
っ
た
。
八
イ
ダ
ル
の

圧
倒
的
な
力
の
前
に
フ
ェ
ン
は
苦
戦
す
る
か
、
ダ

ム
・
ダ
|
ラ
の
本
体
を
八
ラ
ハ
に
襲
わ
れ
て
力
の

供
給
源
を
失
っ
た
八
イ
タ
ル
は
ヴ
ア
シ
ユ
マ
l
ル

の
太
刀
を
受
け
て
姿
を
消
し
た
。
こ
こ
に
一
つ
の

戦
い
は
終
結
を
見
る
。
そ
し
て
、

《白
き
王
》
フ
エ

ン
は
古
の
宿
命
を
背
負
っ
て
、
仰
間
た
ち
と
共
に

新
た
な
旅
へ
と
出
発
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ク
リ
シ
ュ
ナ
、
ガ
ル
ン
の
見
守
る
な
か
、
ジ
ュ
レ
・
ミ
ィ
は
こ
ん
ニ
ん
と
眠
り
続
け
て
い
た

リ
ム
リ
ア
の
一
声
に
フ
エ
ン
は
す
べ
て
を
忘
れ
、
そ
の
細
い
身
体
を
ぐ
っ
と
引
き
寄
せ
た

@ 
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大

地

t 

官

聖
刻

1
0
9
2シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
で
あ
る
ア
ハ

l
ン
大

陸
。
こ
の
大
陸
の
気
候
、
風
土
を
始
め
、
国
家
、
民
族
、

宗
教
、
等
々
、
作
晶
で
は
詳
し
く
知
D
得
な
か
っ
た
様
々

な
事
物
を
、
詳
細
な
図
表
と
美
麗
な
イ
ラ
ス
ト
で
解
説
し

ま
す
。
作
晶
世
界
を
よ
り
一
層
充
実
し
た
も
の
と
し
て
楽

し
む
乙
と
か
出
来
る
で
し
ょ
う
。

!

t
i
 

l
l
 

h
F
1
 

ア
ハ
E
ン
と
は

ワ
ー
ス

こ
の
《聖
刻
》
が
統
べ
る
大
地
を
、
人
々

は
「
ア
ハ

i
ン
」
と
呼
ぶ
。

い
に
し
え

ア
ハ

l
ン
と
は
、
古
の
言
葉
で
「
ふ
た

り
の
神
」
或
い
は
、
「
分
か
た
れ
た
言
葉、

カ
」
と
い
う
窓
を
表
し
、
大
陸
の
歴
史
的
、

文
化
的
状
況
を
窺
わ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、

ふ
た
つ
の
ま
る
で
異
な
る
文
化
閣
が
存
在

す
る
。
大
陸
の
東
端
に
は
神
秘
主
義
が
色

濃
い

《
東
方
》
文
化
が
、
西
端
に
は
唯
物

的
な

(
西
方
》
文
化
が
あ
る
。
そ
し
て
両

文
化
閣
の
中
間
に
は
、
い
ず
れ
に
も
属
さ

ぬ
広
大
な

《中
原
》
が
広
が
る
。
東
西
ふ

仇

H

H

Y

--J

た
つ
の
文
化
圏
は

《交
易
路
》
な
る
道
に

よ
っ
て
、
古
く
か
ら
結
ば
れ
て
い
た
。

交
易
路
は
、
問
時
に
「
仙
仰
の
足
跡
」
な

る
意
を
持
つ
。
こ
の
幾
千
幾
万
も
の
長
き

道
は
、
中
原
に
お
い
て
東
西
文
化
の
融
合

を
も
た
ら
す
と
共
に
、
太
古
の
普
か
ら
今

に
至
る
ま
で
、
果
て
る
こ
と
の
な
い
戦
乱

を
生
ん
だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
総
て
が
聖
刻

の
計
ら
い
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
考
え
も

去
の
つ
れ
~
。

そ
も

《整
刻
》
と
は
い
か
な
る
存
在
か
。

聖
刻
は
、
天
と
地
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を



苅
る
力
に
し
て
意
思
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば

運
命
と
同
義
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
。

た
み
ぴ
と

目
に
見
え
る
物
以
外
を
信
じ
ぬ
西
の
民
人

で
す
ら
、
こ
の
神
秘
の
力
を
否
定
で
き
る

者
は
い
な
い
。
塗
刻
は
、
神
が
大
地
に
刻

み
し
聖
な
る
印
な
れ
ど
、
そ
の
カ
を
体
現

す
る
に
は

《聖
刻
石
》
な
る
石
を
要
す
る
。

こ
の
石
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
奇
跡
の
技

ワ
ー
ド

を

《練
法
》
と
称
し
、
東
方
で
は

《
聖
刻

教
会
》
な
る
組
織
が
確
固
た
る
学
問
、
技

術
と
し
て
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
そ
し
て

《練
法
師
》
な
る
巽
能
の
人
々
が
、
失
わ

れ
た
真
の
知
恵
を
求
め
て
、
附
の
世
界
を

俳
佃
す
る
。

聖
刻
石
も
練
法
も
、
民
人
が
知
る
存
在

で
は
な
い
。
練
法
師
は
、
そ
れ
を
神
の
知

恵
と
し
て
お
り
、
市
井
の
目
に
触
れ
、
普

遍
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
そ
の

一

方
で
、
目
に
見
え
る
形
と
し
て
存
在
す
る

聖
刻
が
あ
る
。

そ
れ
を

《操
兵
》
と
い
う
。

採
兵
と
は
、
古
の
技
を
も
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
巨
人
で
、
大
陸
全
土
に
伝
わ
る
神

話
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
人
と
同
じ
心
を

持
ち
、
神
の
代
行
と
し
て
民
を
統
べ
る
存

在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
造
物
主

は
、
そ
の
強
大
な
力
を
恐
れ
、
魂
を
奪
い

去
っ
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
人
が
釆
ら

ね
ば
身
動
き
ひ
と
つ
で
き
な
い
武
具
と
成

り
果
て
た
:
:
:
。

ア
ハ

1
ン
に
お
い
て
操
兵
を
生
み
出
す

技
は
、
東
方
の
聖
刻
教
会
と
西
方
の
工
呪

会
だ
け
が
伝
え
る
。

あ
ま
た
の
諸
国
は
、
競
っ
て
聖
刻
の
巨

人
を
求
め
、
そ
し
て
ま
た
、
新
た
な
戦
雲

が
巻
き
起
こ
る
。

@ 



大

地

2 

官

聖
刻
の
大
地
。
人
々
は
、
世
を
統
べ
る
べ
く
、
名
を

成
す
べ
く
、
或
い
は
、
全
て
を
無
に
帰
す
べ
く
、
自
ら

の
野
望
を
信
じ
、
地
を
駆
け
る
。
し
か
し
こ
の
大
陸
は
、

人
が
生
ま
れ
る
謹
か
以
前
よ
り
、
聖
刻
に
よ
っ
て
運
命

を
定
め
ら
れ
て
い
た
。
時
の
糸
は
聖
刻
の
綾
な
す
模
様

を
紡
ぎ
だ
す
。
い
ざ
こ
れ
よ
り
聖
刻
の
扉
を
聞
か
ん
。

申
原

と

は

ア
ハ
|
ン
の
中
央
に
位
置
し
、
風
神
が

草
原
を
駆
け
抜
け
砂
漠
の
砂
を
巻
き
上
げ

る
広
大
な
地
域
を
、
人
々
は

《中
原
》
と

呼
ぶ
。
東
を
カ

l
ラ
ン
カ
大
山
脈
、
西
を

ア
レ
ビ
ス
大
森
林
に
隔
て
ら
れ
、
北
に
は

人
跡
未
踏
の
氷
雪
地
帯
が
横
た
わ
る
。

東
方
や
西
方
か
ら
辺
境
と
呼
ば
れ
る
こ

の
地
域
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
荒
野
か
草

原
で
、
乾
い
た
砂
漠
が
行
く
手
を
阻
み
、

峻
険
な
山
脈
が
厳
然
と
立
ち
は
だ
か
る
。

そ
し
て
、
さ
さ
や
か
な
農
耕
地
を
砂
嵐
が

奪
い
去
る
。
あ
る
い
は
全
く
の
不
毛
の
地

と
見
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
地
に
も
民
人
は
暮
ら
し
、
子
を
生
み
、

育
て
て
い
る
。
い
ま
だ
開
墾
さ
れ
て
い
な

か
ん
ば
っ

い
土
地
も
多
く
、
早
魅
な
ど
の
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
、
荒
野
の
集
落
か
ら
は
、
秋
の
実
り

を
感
謝
す
る
祈
り
と
宴
の
さ
ざ
め
き
が
附

11・

麿
由
ゐ
と
文
化

中
原
は
、
八
つ
の
国
家
が
群
雄
割
拠
す

る
地
で
あ
る
。
こ
の
地
は
常
に
、
東
方
や

凶
方
に
狙
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
多
く

の
胞
約
や
陰
謀
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、

中
原
に
お
い
て
紛
を
唱
え
る
の
は
純
然
た

る
力
で
あ
り
、
そ
の
理
は
不
変
で
あ
る
。

中
原
の
有
り
織
は
、
古
来
よ
り
栄
枯
擁
哀

が
甚
だ
し
く
、
一
時
と
し
て
、
そ
の
姿
を
と

ど
め
る
こ
と
の
な
い
幻
影
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。
あ
る
国
は
か
つ
て
な
い
栄
撃
を

誇
っ
た
が
、
閃
光
と
共
に
一
夜
に
し
て
滅

亡
し
、
あ
る
国
は
原
悶
も
不
明
な
ま
ま
禁

断
の
地
と
な

っ
た
。
多
く
の
国
々
が
興
つ

て
は
滅
び
て
い
っ
た
。
そ
し
て
歴
史
は
、

次
第
に
そ
の
図
の
色
を
総
せ
さ
せ
、
故
事

に
な
ら
う
伝
説
は
中
原
を
、
ア
ハ
|
ン
を

あ
ま
ね
く
覆
い
包
み
込
む
。
出
量
刻
の
技
は

奇
跡
を
も
っ
て
全
て
の
地
に
し
ろ
し
め
す
。

中
原
を
な
べ
て
特
定
の
色
に
定
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
文
化
的
歴
史
的
な
側
面

か
ら
見
て
も
、
西
方
の
よ
う
に
輩
美
で
は

な
く
、
東
方
の
よ
う
に
様
式
を
蔓
延
さ
せ

て
も
い
な
い
。
民
人
は
、
騎
馬
民
族
で
あ

り
、
古
代
王
朝
の
末
商
で
あ
り
、
東
進
王
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こ、えず
ι

、
/
、
司
令
。

そ
の

一
方
で
、
交
易
路
の
周
辺
に
は
、

野
望
と
術
策
が
渦
巻
く
。
東
凶
交
流
の
要

衝
た
る
中
原
に
は
、
東
方
、
凶
方
の
岡
山
慾

が
複
雑
に
絡
み
合
う
。
《
聖
刻
教
会
》
と
《
工

呪
会
》
は
、
綿
密
に
、
或
い
は
恋
意
的
に

中
原
に
介
入
し
、
望
む
者
も
望
ま
ぬ
者
も
、

闘
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。

こ
こ
も
ま
た
、

《操
兵
》
が
跳
梁
し
、

《練

法
師
》
が
抜
厄
す
る
聖
刻
の
地
な
の
で
あ

ヲ

Q

。中
岡
山
は
峰
山
に
人
の
、
或
い
は

《
聖
刻
》

の
思
惑
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
い
る
。

4
遺
跡
よ
り
発
抑
制
さ
れ
た
黄
金
製
の
装
飾
口
問

153日年

の
末
商
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
残
照
は

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と

も
で
き
る
が
、
文
化
や
様
式
を
創
造
、
発

達
さ
せ
る
要
因
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も

そ
の
国
の
民
人
の
思
考
に
重
き
が
置
か
れ

る
よ
う
だ
。
交
易
路
周
辺
の
国
家
を
例
に

と
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
時
流
に
よ
っ

て
う
つ
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

中
原
の
広
大
な
版
図
は
、
王
や
騎
士
た
ち

だ
け
で
掌
握
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

辺
境
は
統
制
が
及
ば
ぬ
か
ら
辺
境
な
の
で

あ
っ
て
、
遊
牧
民
に
と
っ
て
は
国
境
な
ど

な
い
に
等
γ
し
い
。

中原史概略

古代帝国 〈ラ〉建国(中原の三分のーを領土とする。当時、他は未開の
地であった)
〈ラ〉、ラ・タン(東部)、ラ・力ン(西部)、ラ・マン(南部)の三王朝に分裂
ラ三王朝聞に戦争勃発(三王朝戦争)
タン王朝滅亡。力ン王朝が領土を掌援する
内乱によりラ・マン主朝滅亡。マン王朝領土にトンクン、チーリン、タムテ
シナを始めとする十二豪族による都市国家が生まれる(三王朝戦争終結)
タムテシナ消滅(原因不明、以後タムテシナの領土は禁断の地となる)
力ン王朝、東部のアグ河まてを支配。東部都市国家群滅亡する。(これに
より中原のほぼ全織を支配)
西方ラウマーナ帝国、中原に進出(第一次西方戦争)
ラウマーナ、中原西部から中南部までを征服。力ン王朝、帝都を東部に移す。
ラウマーナ、中原における王都を建設。アラクシャーと命名
旧タン王朝の末喬による内乱で力ン王朝滅亡。シン建国
ラウマーナ滅亡
ラウマーナ領がキタン、ダマスタ、ホータン、レイケン、パルティア、ナ
リ ル、チェンの七国家に分裂。
東方南部域連合アンシャン、中原に進出(第一次東方戦争)。シン、ダマ
ス夕、ホータンの連合国、これを退ける(1401年)
騎馬民族がチヱンを滅ぼし、ウルオゴナを建国する
ダマスタ、キタン戦争勃発(149日:年 キタン優勢のまま終了)
西方のパルデ、中原に進出(第二次西方戦争)。パルテイア、キタンの連
合園、これを退ける(1509年)

1518年 ウルオゴナ、第一次ダマスタ侵攻(周年敗北)
〈東方動乱〉勃発
ウルオゴナ、ホータンを滅亡させる。ダマスタ、シン間に軍事同盟締結
ウルオゴナ、第二次ダマスタ侵攻。(ウルオゴナ軍が初めてオズノ山脈を
越えるが、翌年ダマスタ ・シンの連合軍に撃退される)
ウルオゴナ、第五;欠ダマスタ侵攻(周年敗北)
ホータン再興。ウルオゴナ、ダマスタこれを主主認

元年

564年
602年
611年
699年

109日年
1113年
1118年
1136年
1244年
1251年

1435年
1487年
1503年

1522年
1525年

777年
919年

1398年

太陽暦

@ 



家

古
代
帝
国

《
ラ
》
以
前
に
は
、

《白
き
王

の
清
国
》
と
呼
ば
れ
る
高
度
な
文
明
が
中

原
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
文
明
は
閃
光

と
と
も
に
一
夜
に
し
て
滅
亡
し
、
そ
の
時

に
広
大
な
ゴ
ナ
砂
漠
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

以
後
、
千
年
に
及
ぶ
暗
黒
時
代
を
経
て
現

在
の
歴
史
に
至
る
。

中
原
の
国
家
の
多
く
は
、
ラ
王
朝
の
末

商
と
し
て
長
い
歴
史
を
持
つ
シ
ン
を
除
き
、

ラ
ウ
マ

l
ナ
帝
国
滅
亡
の
後
に
成
立
し
た

若
い
国
家
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
国

家
の
政
情
は
非
常
に
不
安
定
で
、
ち
ょ
っ

と
し
た
趨
勢
で
盛
衰
を
違
え
る
こ
と
に
な

る
。
チ
エ
ン
は
騎
馬
民
族
国
家
の
ウ
ル
オ

ゴ
ナ
に
よ
っ
て
攻
め
滅
ぽ
さ
れ
た
。
ま
た
、

か
つ
て
の
ホ

l
タ
ン
の
民
人
が
、
ウ
ル
オ

ゴ
ナ
の
紛
権
を
挫
〈
形
で
ア
ラ
ク
シ
ャ
ー

を
打
ち
立
て
、
再
興
を
果
た
し
た
。
中
原

全
体
の
情
勢
も
、
こ
れ
ら
の
国
同
様
、
依

然
と
し
て
予
断
を
許
さ
な
い
。

中原東部地図

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、翻いぶりに

は定評がある。馬上で闘いやすいように、曲剣

と弓矢を携えることが多い。

麿

月{名称.月の長さ|曜日{名称~I 一日の時間
1月 29日 土 午前O時~
(アーモ) (ツ) 零の刻

己月 30日 水 己時~
(イシユー) (シユ) ーの刻
3月 32日 陽 4時~
(ボゥ) (リイ) 二の刻
4月 31日 金 6時~
(ビシユム) (キン) 三の刻
5月 31日 木 B時一
(ガルワ) (ムウ) 四の刻
6月 32日 火 10跨~
(力ナル) (フォ) 五の刻

フ月 31日 月 午後O時~
(シアラ) (ユイ) 六の刻

B月 30日 風 2時一
(ラマン) (フェ) 七の刻
9月 31日 4時~
(イム) ハの刻
10月 32日 巳時一
(工ン) 九の刻
11月 29日 8時~
(タグリー) 十のおJ
12月 30日 108寺~
(コーマ) 十ーの刻

12力月 368日 8日(46週) 24時間(]2刻)

-備考/中原の暦は、太陽暦(ラ・ズゥ)であ
る。物語の始まった年は中原暦1537年。東
方麿において2462年にあたる。
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夕、

マ
ス
タ

国
王
は
《
裁
決
王
》
と
呼
ば
れ
る
カ
ラ
・

キ
ャ
メ
ル
二
世
。
王
都
の
ダ
マ
ス
タ
に
は

西
方
風
の
建
築
が
多
く
、
授
を
尽
く
し
華

や
か
で
あ
る
。
賞
族
や
騎
士
階
級
な
ど
、

生

ら

爵
位
も
西
方
に
倣
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

国
土
は
南
北
に
走
る
ツ
ン
ホ
ワ
ン
山
脈

に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
お
り
、
東
西
で
は

文
化
的
な
傾
向
が
多
少
異
な
る
。
ツ
ン
ホ

フ
ェ

・
プ
・
ワ
ン

ワ
ン
山
脈
に
は

《
風
の
巣
》
と
呼
ば
れ
る

難
所
が
あ
り
、
そ
の
突
風
に
巻
き
込
ま
れ

た
も
の
は
、
進
か
北
の
ア
レ
ビ
ス
ま
で
飛

ば
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
交
易
路
を
通

る
隊
商
の
多
く
は
、
よ
ほ
ど
急
ぎ
の
旅
で

な
い
か
ぎ
り
迂
回
す
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
国
は
、
中
原
全
体
か
ら
見
れ
ば
交

易
路
の
ほ
ぼ
中
間
の
地
点
に
位
置
し
、
東

西
と
の
交
流
も
盛
ん
で
あ
る
。
基
本
的
な

文
化
は
、
西
方
に
起
源
を
持
つ
ラ
ウ
マ
|

ナ
滅
亡
後
の
領
土
に
成
立
し
た
た
め
、
西

方
に
近
い
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
領
土

内
に
は
旧
来
の
民
族
が
半
数
以
上
居
住
し

て
い
る
た
め
、
国
家
全
体
の
傾
向
と
し
て

， 

ダ
マ
ス
タ
に
は
二
種
類
の
騎
士
が
い
る
。

清
貧
を
堅
持
す
る
騎
士
と
、
世
襲
や
賄
賂
、

虚
栄
に
艶
れ
た
騎
士
で
あ
る
。
現
在
ダ
マ

ス
タ
王
朝
は
、
本
来
の
高
貴
さ
を
維
持
で

き
る
か
ど
う
か
の
瀬
戸
際
に
あ
る
。

ら

、

ど

さ

と

は

な

先

で

て

議

優

パ

い

軍

が

一

お

、

方

l
i
-
-

ァ

に

し

の

富

ヴ

治

り

順

日

夕

政

入

手

何

回

都

廷

出

や

。

川

首

宮

が

式

る

-

の

な

人

形

あ

，

タ

か

局

も

が

ア

ス

耽

劃

て

配

フ

マ

肇

の

い

傾

h
ダ

る

く

お

る

さ

れ

多

に

れ

は
西
方
と
一
一
線
を
画
し
て
い
る
。
こ
と
に
、

中
原
最
大
の
交
易
都
市
ケ
ブ
ロ
ト
は
様
々

な
人
種
で
ご
っ
た
が
え
し
て
い
る
。
東
側

に
は
未
開
拓
の
土
地
が
多
く
、
農
民
た
ち

の
生
活
は
必
ず
し
も
楽
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
か
、
民
間
で
は
ラ
マ
ス
教
に
帰

依
す
る
も
の
も
多
い
。
縁
起
を
担
ぎ
、
西

方
の
商
い
の
神
マ
ネ
イ
ナ
を
奉
る
者
も
あ

る
。
た
だ
し
、
国
教
は
あ
く
ま
で
カ
ル
パ

ラ
教
で
あ
る
。

カ
ル
パ
ラ
教
は
、
炎
の
神
カ
ル
パ
ラ
を

世
界
の
守
護
者
と
仰
ぎ
、
衆
生
の
救
済
を

祈
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
国
の
王
印
刷
は
カ

ル
パ
ラ
教
の
司
祭
も
務
め
て
い
る
。

中
原
全
体
か
ら
見
て
も
、
東
西
の
中
関

地
点
に
あ
る
こ
の
国
は
大
規
模
な
流
通
が

行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
商
人
の
便
宜
を
尊

重
し
た
税
制
を
敷
い
て
い
る
た
め
、
回
全

体
が
潤
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
と

に
国
境
を
接
す
る
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
の
軍
備
補

強
に
備
え
、
合
計
で
二
千
騎
余
り
に
及
ぶ

操
兵
を
導
入
し
た
た
め
、
ど
ち
ら
か
と
い

ひ
つ
d
ゆ
く

え
ば
国
の
財
政
は
逼
迫
ぎ
み
で
あ
る
。

辺境の農民

この服装は主にオズノ山麓によく

見られるもの。野外は寒暖の差が激

しいため、保温効果のあるものを着

ている。

@ 



、

ウ
ル
オ
ゴ
ナ

百
二
十
の
部
族
か
ら
な
る
騎
馬
氏

家
。
百
年
ほ
ど
前
に
、
古
い
歴
史
を
持
つ

チ
ェ
ン
王
朝
を
滅
ぼ
し
建
国
さ
れ
た
。
現

国
王
は

《昇
龍
王
》
と
称
さ
れ
る
ウ
ル
四

世
。
チ
ェ
ン
時
代
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
使

う
王
都
デ
ュ
ラ
ハ

l
ン
に
は

一
万
五
千
も

の
民
が
住
み
、

三
千
の
王
直
轄
寧
が
駐
留

す
る
。
た
だ
し
、
王
自
身
は
ほ
と
ん
ど
郷

に
は
い
な
い
。
園
内
を
巡
察
し
、
裁
決
者

と
し
て
各
部
族
の
争
い
ご
と
を
調
停
す
る

役
目
が
あ
る
か
ら
だ
。

遊
牧
民
の
人
口
物
加
と
ゴ
ナ
砂
漠
の
拡

大
に
よ
り
等
原
は
年
ご
と
に
滅
り
、
こ
れ

ま
で
ダ
マ
ス
タ
に
対
し
五
度
の
侵
略
戦
争

を
挑
む
が
す
べ
て
失
敗
に
終
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
十
六
年
前
に
は
ゴ
ナ
を
波
り
、

ホ
l
タ
ン
国
を
領
土
と
し
た
、
し
か
し
、

大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
家
奮
が
草
を
食
い

尽
く
す
や
、
あ
っ
さ
り
と
放
棄
し
た
。

ホ

タ

か
つ
て
中
原
の
三
分
の
二
を
征
服
し
た

西
方
ラ
ウ
マ

l
ナ
帝
国
の
流
れ
を
汲
む
小

因
。
十
六
年
前
ウ
ル
オ
ゴ
ナ
に
攻
め
滅
ぼ

さ
れ
、
国
土
は
荒
廃
し
た
が
、
帰
還
し
た

王
女
を
立
て
て
民
が
蜂
起
し
、
再
興
を
果

た
す
。
王
都
は
聖
都
の
名
を
も
っ
て
知
ら

れ
る
ア
ラ
ク
シ
ャ

1
0
古
代
文
明
の
遺
産

で
あ
る

一
千
騎
も
の
古
操
兵
の
寧
団
を
得

て、

一
躍
中
原
最
高
の
軍
備
を
擁
す
る
。

' 

シ
ン
の
王
族

シンは、現在の中原の歴史と共に

生まれた古代帝国 〈ラ〉を継主主する

もので、中原においても独特の伝統

と様式を持つ。

東進王のレリーフ
四百五十年前のラウマーナ王朝時

代に作られた、東進王サティ ・ラウ・

クラウナの武勇を伝えるレリーフ。

ン
ミ
ナ
ル
商
人

西
方
に
祖
を
持
つ
ミ
ナ
ル
人
は
、
中
原

に
お
い
て
強
欲
な
商
人
の
代
名
詞
と
し
て

語
ら
れ
る
。
彼
ら
に
か
か
れ
ば
商
ロ
聞
に
な

ら
ぬ
も
の
は
な
い
と
い
う
。

• シ
古
代
清
国

《
ラ
》
の
流
れ
を
汲
む
寧
事

大
因
。
東
方
南
部
域
と
接
し
、
侵
略
の
動

き
に
備
え
を
怠
ら
な
い
。
国
土
に
は
大
陸

で
も
一
、

二
の
大
河
ア
グ
が
流
れ
、
そ
の

支
流
に
広
大
な
農
耕
地
帯
が
広
が
る
。

• レ

イ

ケ

五
十
余
り
の
家
族
が
支
配
す
る
述
合
図
。

国
の
体
裁
は
と

っ
て
い
る
が
、
国
政
ら
し

き
も
の
は
な
く
、
家
族
問
士
の
戦
が
絶
え

な
い
。
国
土
全
体
が
古
川地
で
、
気
候
は
温

暖
だ
が
や
は
り
降
水
量
が
少
な
い
。

• キ

タ

地
母
神
カ
リ

l
マ
を
信
奉
す
る
宗
教
国

家
。
女
帝
を
王
に
戴
き
、
武
族
に
も
女
子

の
家
替
相
続
を
認
め
る
。
中
原
で
も
希
有

な
例
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

同
時
に
女
子

に
対
し
厳
し
い
戒
律
が
諜
せ
ら
れ
て
い
る
。

-
ナ

リ

干
果
、
香
辛
料
の
輸
出
で
知
ら
れ
る
農

業
国
。
た
だ
し
、
中
原
諸
国
の
例
に
洩
れ

ず
降
水
量
が
少
な
い
た
め
他
の
農
作
物
の

収
穫
が
乏
し
く
、
お
そ
ら
く
国
力
は
最
も

低
い
。-F五

，~ 

イ

ア

西
方
の
玄
関
口
に
位
置
す
る
西
の
大
因
。

ガ

ラ

ス

独
自
の
文
化
を
諮
り
、
硝
子
工
芸
品
、
金

属
工
芸
品
、
織
物
の
産
地
と
し
て
有
名
。

シ
ン
岡
山
僚
に
西
方
か
ら
の
侵
攻
に
備
え、

操
兵
の
輸
入
を
増
や
し
て
い
る
。

記長
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避
暢
民

ω生
活

遊
牧
民
は
中
原
の
各
地
に
暮
ら
し
て
い

る
。
全
体
で
千
を
超
す
部
族
が
い
る
と
言

わ
れ
る
が
、

彼
ら
は
季
節
に
よ
っ
て
家
高

と
と
も
に
生
活
の
地
を
移
動
す
る
た
め
、

正
確
な
数
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

中
原
は
各
地
で
砂
漠
化
が
進
行
し
て
お

り、

ゴ
ナ
砂
漠
の
拡
大
に
よ

っ
て
、
草
原

は
減
少
し
て
い
る
。
つ
ま
り
遊
牧
民
の
生

活
そ
の
も
の
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ル
オ
ゴ
ナ
の
成
立
は
、

彼
ら
な
り
の

自
衛
手
段
だ
っ

た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

h
F
遊
牧
民
の
婚
私
の
宴
。
彼
ら
の
生
活
は

決
し
て
豊
か
で
は
な
い
か
、
冠
婚
葬
祭
と

も
な
れ
ば
彼
ら
な
り
の
賛
を
尽
く
す
。

獣肉の嬬製
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発酵乳食昂(チーズ)

遊
牧
民
の
回
遊
路
に
は
近
隣
の
農
耕
民

族
の
村
も
含
ま
れ
る
。
干
し
肉
、
乳
製
口
聞

と
穀
物
な
ど
の
取
引
が
行
な
わ
れ
、
互
い

の
生
活
を
補
完
し
あ
う
共
生
関
係
が
成
立

し
て
い
る
。

乳
発
酵
に
よ
る
酒

保存用水瓶

水筒(家蓄の内臓)

コ

フ

ム

n 
商

人
U 

中
原
は
、
所
に
よ
っ
て
は
西
方
以
上
に

商
業
が
盛
ん
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
原

の

《交
易
路
》
沿
い
の
交
易
都
市
は
、
ァ

ハ
ン
に
お
い
て
唯
一
、
東
方
と
西
方
の

双
方
の
文
化
が
交
わ
る
地
で
あ
る
か
ら
だ
。

中
原
で
の
商
い
は
、
東
西
に
お
け
る
、
他

の
ど
ん
な
商
売
よ
り
も
、
商
魂
を
刺
激
す

る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

ア
八
|
ン
の
安
易
都
市
に
は

《
匠
合
》

と
呼
ば
れ
る
組
織
が
園
、
街
単
位
に
あ
り
、

そ
の
都
市
の
産
業
の
ほ
と
ん
ど
を
掌
握
し

て
い
る
。
交
易
都
市
で
商
売
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
は
、
商
業
匠
合
に
一
定
の
上
納

金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

の
匠
合
の
ほ
と
ん
ど
が
、
秤
を
紋
章
と
す

g
ゅ
・
9一じ

る
ミ
ナ
ル
人
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
て
い
る
。

一
説
に
は
盗
賊
団
の
匠
合
も
あ
る
ら
し
い
。

匠
合
内
で
評
価
を
上
げ
、
近
隣
の
宿
場
街

で

《
市
》
を
主
催
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

商
人
と
し
て
は
大
出
世
と
い
え
る
。

@ 



司 、

大

地

2
・2

東
方
ー
!
?
ハ

l
ン
の
東
に
あ
り
き
神
秘
と
魔
道

に
包
ま
れ
し
地
。
大
地
の
礎
な
る
聖
刻
を
崇
め
、
異

形
の
仮
面
を
ま
と
い
、
聖
刻
の
使
徒
た
る
巨
人
を
生

み
出
す
輩
の
地
。
そ
し
て
神
聖
と
魔
道
を
も
っ
て
数

多
の
人
々
を
導
く
|
|
聖
刻
教
会
。

裏
方
ど
は
・
・
・

ア
ハ

l
ン
の
東
端
に
位
置
し
、
魔
物
ひ

し
め
く
海
と
凍
て
つ
く
氷
の
大
地
、
そ
し

て
雷
神
の
宿
る
山
々
に
閤
ま
れ
た
こ
の
地

を
、
人
々
は

《
東
方
》
と
呼
ぶ
。

た
え
ず
動
乱
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
の
地

に
は
、

《
聖
刻
》の
力
を
導
き
だ
し
摩
詞
不

思
議
な
術
を
使
う

《練
法
師
》
な
る
輩
が

住
み
、
現
在
で
は

《操
兵
》
と
呼
ば
れ
る

巨
大
な
騎
士
を
生
み
出
す

《
聖
刻
教
会
》

が
全
土
を
掌
握
し
て
い
る
。

裏
方
一
ωE-Eb}実一化

東
方
は
大
陸
に
お
い
て
最
も
長
い
歴
史

を
も
っ
て
い
る
。
西
の
文
化
の
よ
う
な
き

ら
び
や
か
さ
は
希
薄
で
あ
る
が
、
時
の
重

み
を
忍
ば
せ
る
絡
調
と
重
厚
さ
は
他
の
及

ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
幾
度
か
の
戦
乱
に

↑聞

ーラン力、北の凍土、東と南

めく魔の海に固まれている

よ
り
古
き
国
が
滅
び
、
新
た
な
る
図
が
生

ま
れ
て
も
文
化
は
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て

い
っ
た
の
だ
。
こ
と
に
東
方
の
民
は
、
神

秘
的
な
力
を
畏
れ
敬
う
気
質
を
多
分
に
持

ち
、
文
化
に
お
い
て
も
そ
の
強
い
影
響
が

多
分
に
晃
ら
れ
る
。

東
方
は
東
西
南
北
の
四
つ
の
地
域
に
分

け
ら
れ
て
お
り
、
風
土
、
歴
史
、
文
化
、

習
慣
と
い
っ
た
多
く
の
点
で
違
い
が
あ
る
。

北
部
地
域
は
凍
て
つ
く
大
地
で
あ
る
。

お
よ
そ

一
千
五
百
年
前
に
聖
刻
教
会
の
教

都
ワ

l
ス
ラ
ン
が
で
き
る
ま
で
、
歴
史
か

ら
置
き
去
り
に
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。

東
部
域
は
東
方
の
中
心
と
言
っ
て
も
よ

い
。
か
つ
て
東
方
を
制
し
た
数
々
の
大
国

も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
地
よ
り
生
じ
た
。
気

候
は
温
暖
で
農
作
物
に
恵
ま
れ
、
交
易
路

の
終
着
地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
商
業
と

文
化
の
両
面
で
最
も
栄
え
て
い
た
。

南
部
域
は
戦
仙
仰
が
統
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
、
教
会
の
権
威
と
カ
に
よ
り

よ
う
や
く
平
和
が
保
た
れ
て
い
る
。

西
部
域
は
若
い
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
士
口
の
地
で
あ
っ
た
が
、
永
き
時
の
中

で
新
興
国
に
支
配
の
座
を
明
け
渡
し
て
い

つ
れ
~
。
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裏
方
南
田
地
腸

古
く
は

《
ク
》
帰
国
に
始
ま
り
ア
ン
シ

ャ
ン
連
合
な
ど
の
強
固
を
生
み
出
し
た
南

部
城
は
、
現
在
来
方
で
最
も
勢
力
の
あ
る

地
域
で
あ
る
。
ア

l
リ
ア
、
ク
リ

エ
、
ナ

モ
、
ロ
キ
ニ
ア
、
タ
ツ
ミ
タ
ン
、
カ
ル
フ

の
六
カ
国
で
構
成
さ
れ
る
南
部
域
は
、
他

の
三
地
域
に
比
べ

生
活
水
準
が
最
も
安
定

し
て
い
る
地
で
あ
る
。

温
暖
な
気
候
と
肥
沃
な
大
地
は
人
々
に

盟
か
な
作
物
を
与
え
、
交
易
路
を
通
し
て

あ
る
程
度
の
交
易
ロ
聞
も
流
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
聖
刻
教
の
布
教
度
も
他
の
地
域
に

比
べ
て
高
く
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
回
数
と

し
て
い
る
。

中
原
と
の
接
点
に
し
て
東
方
の
玄
関
口

で
も
あ
る
こ
の
地
で
は
、
外
部
侵
入
者
に

対
す
る
警
戒
も
厳
し
い
。
ク
リ

エ
と
カ
ル

フ
に
は
関
所
が
設
け
ら
れ
、
東
方
に
足
を

附
臨
み
い
れ
る
者
は
た
と
え
隊
商
で
あ
ろ
う

と
も
国
軍
と
塗
刻
騎
士
団
に
よ
る
厳
し
い

検
閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
各
国
家
で
は
列
強
政
策
を
取
り
寧
備
力

を
強
化
、
き
た
る
べ
き
中
原
侵
攻
に
備
え

て
着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
聖

刻
教
会
の
守
護
集
団

《
聖
刻
騎
士
団
》
は

四
方
面
軍
中
最
強
と
誕
わ
れ
て
い
る
四
龍

騎
士
団
で
あ
り
、
教
会
に
対
す
る
反
乱
分

子
は
こ
と
ご
と
く
彼
ら
の
手
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
て
い
る
。

n海
の
交
易
路

u

カルフ

@ 

タツミタン

@ 

@
 ア川

Jア

交易路

@ モナ

コ

フ

東
西
の
文
化
圏
を
つ
な
ぐ
交
易
路
は
、

両
文
化
の
受
流
に
お
い
て
重
要
か
つ
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
交
易
路
に
海
路
が
あ
る
こ
と
は
他
に

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
東
方
の
商
人

匠
ム
ロ
が
東
部
域
の
港
か
ら
西
方
ま
で
の
海

路
を
確
立
し
た
の
が

《海
の
交
易
路
》
の

始
ま
り
で
、
往
復
十
年
と
も
十
五
年
と
も

い
わ
れ
る
旅
程
短
縮
と
、
通
常
の
隊
商
で

は
運
べ
な
い
よ
う
な
大
物
を
運
ぶ
た
め
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
真
意
は
西
の
大
商
人
、

ミ
ナ
ル
人
た
ち
の
勢
力
圏
を
迂
回
す
る
た

め
だ
っ
た
。
海
流
、
か
激
し
い
上
に
魔
物
の

巣
く
う
海
に
乗
り
出
す
危
険
度
は
大
き
か

っ
た
が
、
魔
物
の
巣
を
避
け
、
さ
ら
に
比

較
的
波
の
静
か
な
沿
岸
を
航
海
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
危
険
度
は
か
な
り
削
減
さ
れ
た
。

@ 



南
部

ω国
家

-
ア

l
リ
ア

ア
l
リ
ア
鉄
の
産
地
に
し

て
南
部
域
最
大
最
強
の
国

東
方
南
部
域
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て

い
る
の
が
こ
の
ア

l
リ
ア
で
あ
る
。
す
ぐ

れ
た
刀
匠
技
術
を
も
ち
、
国
内
で
産
出
さ

れ
る
良
質
の
山
砂
鉄
を
使
っ
て
鍛
え
ら
れ

る
刀
剣
は
、
各
地
で
名
万
と
珍
重
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
砂
鉄
自
体
の
産
出
量
が

少
な
い
た
め
最
近
で
は
操
兵
の
外
装
加
工

の
方
が
有
名
と
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
南
部
域

一
の
強
固
と
い
わ
れ
た

エ
ー
ギ
ン
が
ナ
モ
、
ベ
イ
ケ
ス
の
二
国
に

分
裂
し
た
後
は
、
実
質
上
南
部
域
の
主
導

権
を
握
る
大
固
と
な

っ
た
。

• ク

リ

東
方
最
初
の
砦
に
し
て
中

原
進
攻
の
た
め
の
先
鋒

東
方
に
足
を
路
み
い
れ
る
と
き
、
最
初

に
巡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
こ
の
ク

リ
エ
で
あ
る
。
亜
熱
帯
性
の
気
候
を
持
つ

こ
の
地
は
定
期
的
な
雨
期
が
あ
り
、
交
易

路
沿
い
は
そ
う
で
も
な
い
が
、
南
部
に
は

う
っ
そ
う
と
生
い
茂
る
密
林
地
待
も
存
在

し
て
い
る
。
適
度
の
気
温
と
定
期
的
な
雨

に
よ
り
穀
倉
地
帯
が
多
く

《南
部
域
の
米

蔵
》
と
も
い
わ
れ
、
こ
こ
で
取
れ
る
穀
物

は
東
方
各
地
に
供
給
さ
れ
て
い
る
。

現
在
は
中
原
進
攻
の
た
め
の
南
部
域
述

合
軍
が
ぞ
く
ぞ
く
と
集
結
し
て
い
る
。

• 

エ

工ーギンの首都ラセルで第一回南部域連合会議開催される

ユズル、ヤプン同盟軍によるトゥラの王都、カダンの占領が行われる
これにより 5万もの死傷者がでる

第E団連合会議開催

南部域十七カ国により連合体 〈アンシャン〉結束

アンシャン、東部域ウィドゥを征服、 〈東南戦争〉勃発

東部戚八ヵ国連合軍、ウィドゥを奪回 同年、聖刻教会の仲裁により
《東南戦争〉終結

アンシャン、アグ河を越え中原シンに進攻

〈クリエの乱》発生

アンシャン分裂 中原より撤退 〈東方戦争〉終結

アーリア、ツェラ・トゥとテオモを併合 南部域最大国家となる

〈東方動乱〉勃発

エーギンにてパルト一族とリィズー族が衝突 〈二族の役〉

工ーギン、ナモとベイケスに分裂 ベイケスは南部連合を脱退、西部
域連合に属す

ナモ、旧工ーギンの属国オモスを併合

聖刻教会騎士回、東方平定の遠征開始

聖刻教会法王、 《東方動乱〉終結を宣言
(現在の東方国家確立)

ナモ、パーソル領にて旧オモス騎士による反乱勃発 〈パーソルの乱〉

南部域六力園、連合軍 〈ラ・力シス〉結成

ラ・力シス軍、クリエに集結

ラ・カシス》連合章
次なる中原進出のために、東方の先鋒となるべく結

成された南部地域国家の連合体 〈ラ・カシス〉の南部

域各国の結束を示す証でもある

-近年の南部域の流れ

2439年

2445年

2447年

《第一次東方戦争〉勃発

東方暦1842年

1955年

2097~手

2281年

2283年

四例年

2317年

2319年

四四年

2326年

2433年

2434年

2435年

一一一寸

4これまで数々の戦苦しを繰り広げ、絶えない即ぬられ

た歴史をもっ南部地域も舎では一国にまとまり、かつ

て挫折した 〈中原進攻〉という名のもと、新たな結束

を閤めている

2451年

2452年

2453年

南
部
成
の
な
か
で
さ
ら
に
南
端
に
位
置

し
て
い
る
こ
の
ロ
キ

ニ
ア
は
熱
帯
性
気
候

で
あ
る
。
南
部
地
方
に
広
が
る
カ
イ
ズ
大

樹
海
は
日
中
で
も
日
が
差
さ
ず
、
迷
い
込

ん
だ
ら
生
き
て
は
帰
れ
な
い
と
い
う
。

・ナ

か
つ
て
南
部
域
一
を
誇
っ
て
い
た
大
園
、

エ
|
ギ
ン
の
分
裂
因
。
二
四
三
九
年
エ
ー

ギ
ン
の
属
国
で
あ
っ
た
オ
モ
ス
を
併
合
、

国
土
を
拡
大
し
た
。
現
在
は
か
つ
て
の
同

胞
ベ
イ
ケ
ス
と
脱
み
合
い
を
続
け
て

い
る
。

タ
ツ
ミ
タ
ン
は
エ
ク
ル
浴
を
介
し
て
南

部
域
で
唯

一
漁
を
行
っ
て
い
る
国
で
あ
る
。

た
だ
し
、
漁
と
い
っ
て
も
沖
合
い
に
は
危

険
な
魔
物
の
巣
が
存
在
す
る
た
め
、
沿
岸

漁
業
に
限
ら
れ
て
い
る
。 • ロ

ー、-‘

キ

広
大
な
密
林
と
高
温
に
悩

ま
さ
れ
る
最
南
端
の
国

か
つ
て
の
大
国
工

1
ギ
ン

の
片
翼
、
戦
乱
の
国

ぷ一
・
タ
ツ
ミ
タ
ン

南
部
域
六
力
国
で
唯
一
潜

在
持
つ
国• ヵ

yレ

東
方
の
分
眼
点
に
し
て
南

部
域
最
小
の
国

カ
ル
フ
は
、
南
部
域
を
含
め
東
部
城
、

西
部
域
の
三
地
域
に
接
し
て
い
る
。
王
都

コ
ア
キ
に
は
大
き
な
関
所
が
設
け
ら
れ
、

東
部
城
、
凶
部
域
に
入
る
た
め
に
は
長
期

の
検
閲
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

@ 
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裏
方
聖
刻
教
会

北
部
域
の

《
ワ
l
ス
ラ
ン
法
王
国
》
を

教
都
と
す
る
聖
刻
教
会
は
、
ア
ハ
|
ン
に

お
け
る
森
山
靴
万
象
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
司
る

力
に
し
て
な
志
で
も
あ
る

《
聖
刻
}
を
崇

め
、
そ
こ
か
ら
導
き
山
曲
さ
れ
る
奇
跡
の
力

を
も
っ
て
、
混
乱
の
肢
を
《聖
刻
》
の
力
で

救
う
と
い
う
教
え
を
広
め
て
い
る
。
こ
の

《聖
刻
教
》
は
、
初
年
前
の

《東
方
動
乱
》
を

境
に
そ
の
勢
力
を
東
方
全
土
に
の
ば
し
、

現
在
で
は
東
方
国
家
の
大
半
が
国
教
と
し

て
い
る
。
回
数
と
す
る
国
々
は
教
会
よ
り

金事つ
り
ご
と

派
遣
さ
れ
た
教
導
師
を
政
の
相
談
役
と
し

て
迎
え
、
教
会
へ
の
寄
進
で
あ
る
献
上
品

を
絶
や
さ
な
い
と
い
う
。事

情
勢
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東
方
は
現
在
、
中
原
征
服
へ
向
け
て
の

進
攻
を
企
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
鋒
と

な
る
南
部
域
で
は
述
合
体

《
ラ
・
カ
シ
ス
》

の
名
の
も
と
軍
備
地
強
が
行
わ
れ
て
い
る
。

東
方
で
最
強
を
ほ
こ
る
部
隊
と
い
え
ば

い
わ
ず
と
知
れ
た
聖
刻
騎
士
団
で
あ
る
が
、

彼
ら
は
厳
し
い
戒
律
の
も
と
で
統
制

湯

め
い

d
E
・・さ

が
と
ら
れ
て
お
り
、
教
会
の
命
が
な
ぺ
i
駈

け
れ
ば
出
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
現
在
南

部
域
連
合
軍
と
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
兵

力
は
、
そ
の
大
半
が
各
国
の
世
俗
騎
士
や

徴
兵
寧
で
、
各
々
操
兵
や
部
下
を
引
き
述

れ
続
々
と
ク
リ
エ
に
集
結
し
て
い
る
。

教会の守護と布教を妨げる敵や障害を排除

するために設けられた 〈聖刻騎士団〉の繕成

員。僧侶ながら騎士の称号を持ち、その強さ

は天下無双。神に仕える続士とも呼ばれる。

聖騎士

世俗騎士

弓
J

I

A

n西
方
エ
呪
会

u

-
現
在
、
こ
の
ア
ハ

l
ン
で
聖
刻
の
使
徒

一
た
る
巨
人
騎
士

《
操丘ハ
》
を
生
み
出
す
技

術
を
持
っ
た
組
織
は
二
つ
し
か
存
在
し
て

い
な
い
。
一

つ
は
東
方
の
聖
刻
教
会
で
あ

り
も
う

一
方
が

《
西
方
工
呪
会
》
で
あ
る

附
方
で
は
工
呪
会
の
出
現
前
ま
で
は
、

逃
跡
な
ど
か
ら
発
掘
さ
れ
た
使
い
も
の
に

な
ら
な
い
も
の
を
除
け
ば
、
可
動
す
る
操

兵
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
古
の
巨
人
を
作
る
術
を
持
っ
た

工
呪
会
の
出
現
は
、
西
方
各
国
の
軍
事
を

一
変
さ
せ
た
。

工
呪
会
は
そ
の
本
拠
地
を
隠
し
西
方
各

国
に
直
絡
の
鍛
冶
匠
合
を
設
置
し
そ
れ
を

窓
口
に
し
て
操
兵
の
売
買
を
行
っ
て
い
る
。

現
在
で
は
聖
刻
教
会
以
上
の
操
兵
を
世
に

送
り
出
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
東
方
、

特
に
練
法
師
を
意
識
し
た

《
銭
面
装
甲
V

な
る
も
の
を
装
備
し
た
操
兵
も
存
在
す
る

と
い
、
フ
。

最
近
で
は
、
東
方
操
丘
ハ
と
の
性
能
差
を

知
る
べ
く
、
中
原
東
部
の
国
へ
大
量
の
操

兵
を
送
っ
て
い
る
。

コ

この世界でごく一般的な騎士と呼ばれるも

ののほとんどがこの世俗騎士である。世襲的

に称号と領地を受け継ぐ彼らは、家紋を重ん

じ己が認めた君主に忠義をつくす。

@ 
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大

地

2 

3 
居
由
ゐ
と
文
化

《 大
交ヵなア
易グ道ハ
路ラが l 
v あン
とるに
l呼。は
ばこ
れの大
て道隆
いはを
る、機
o 人断

々す
かる
ら遠

交
易
路
と
は

《
神
の
足
跡
》
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
語
り
継
が
れ
て
お
り
、
各
国

で
独
自
に
設
け
ら
れ
た
数
々
の
支
線
も
含

め
る
と
、
ア
ハ

l
ン
の
全
土
に
縦
横
に
巡

ら
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
陸
の
南
岸

を
迂
回
し
て
進
む
海
の
交
易
路
も
存
在
す

る
が
、
使
用
さ
れ
る
頻
度
は
低
い
。

こ
の
道
の
幹
線
は
、
西
方
の
南
部
域
か

ら
ア
レ
ビ
ス
大
森
林
の
南
端
を
抜
け
、
中

原
南
部
を
通
り
、
さ
ら
に
カ

l
ラ
ン
カ
大

山
脈
の
南
端
を
過
ぎ
、
東
方
の
中
心
へ
抜

け
る
。
踏
破
す
る
に
は
、
お
お
よ
そ
十
年

か
ら
十
五
年
の
歳
月
を
要
す
る
と
い
う
。

こ
の
道
に
は
道
標
が
あ
り
、
交
易
路
が

い
つ
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
道
標
は
、
百
数
十
年
前

に
ミ
ナ
ル
人
が
設
け
た
、
現
在
の
地
理
に

即
し
た
も
の
と
、
中
原
暦
以
前
に
設
け
ら

必
ぼ

れ
た
と
思
し
き
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。

後
者
は

《白
亜
の
塔
》
と
同
じ
材
質
で
あ

る
上
に
、
聖
刻
文
字
が
刻
印
さ
れ
、
全
く

風
化
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
内
容
は

現
在
の
地
理
と
か
な
り
食
い
違
っ
て
い
る
。

交
易
路
の
途
中
に
は
、
お
お
む
ね
十
五
、

六
リ

l
お
き
に
宿
屋
衡
が
あ
り
、
だ
い
た

い
四
、
五
十
リ

l
お
き
、
特
に
難
所
の
手

北方

.........~.〆戸、、....ー・4、ー._，，，，.，.....

中原

南方
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安
前
に
は
、
操
兵
の
整
備
が
可
能
な
規
模
の

衡
が
あ
る
。
各
国
の
王
都
も
特
徴
的
で
、

商
業
衡
が
隣
接
す
る
交
易
都
市
で
あ

っ
た

り
、
外
敵
の
襲
撃
を
防
ぐ
た
め
高
い
壁
や

塀
で
図
っ
た
城
塞
都
市
で
あ
っ
た
り
す
る
。

ほ
と
ん
ど
の
都
市
は
そ
の
国
の
経
済
的
な

拠
点
と
な
っ
て
お
り
、
数
々
の
応
が
立
ち

並
ぶ
市
場
は
常
に
多
く
の
人
々
で
賑
わ
う
。

易

E盟
国田

ア
ハ

l
ン
に
住
む
人
は
、
ほ
と
ん
ど
が

生
ま
れ
故
郷
以
外
の
土
地
を
知
ら
ず
に
生

き
て
い
る
。
遊
牧
民
で
あ
っ
て
も
、
自
分

た
ち
の
回
遊
路
以
外
の
土
地
に
は
滅
多
に

足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
無
人
の

地
に
迷
い
込
む
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
。

交
易
路
を
使
う
に
し
て
も
、
ア
ハ

l
ン
は

あ
ま
り
に
広
大
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

幾
百
も
の
距
離
を
隔
て
た
地
か
ら
の
交
易

口
聞
は
、
大
き
な
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

交
易
路
を
流
通
す
る
口
間
々
は
実
に
多
岐

に
わ
た
る
。
日
用
雑
貨
か
ら
晴
好
口
問
、
さ

ら
に
は
操
兵
ま
で
が
こ
の
道
を
通
る
。

乳
製
品
、
獣
油
、
搾
油
、
穀
物
、
薬
草
、

鉱
物
な
ど
は
、
各
地
の
産
物
が
互
い
に
取

引
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
こ
と
に
、
特
産

品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

東
方
で
は
、
絹
、
陶
器
、
香
料
、
染
料
、

漆
器
、
茶
の
薬
及
び
、
聖
刻
教
会
製
操
丘
ハ

な
ど
。
西
方
で
は
、
金
属
工
芸
品
、
顔
料

さ
ら
に
、
工
呪
会
製
操
兵
。
中
原
で
は
、

羊
毛
、
綿
、
香
辛
料
、
皮
革
、
繊
弘
、
さ

ら
に
、
何
ら
か
の
鉱
物
ま
で
も
が
取
引
さ

れ
て
い
る
と
い
、
7
0
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安
易
局

東方製の花瓶

§通重量
ナυール産の薬昧

ノ~
~\弔ー一ー一一一

弓百三E署長部司ヨ園田司聖~

ウルオゴナの
銅ゴルタ

中原の貨幣
ア八一ンでは、貨幣そのものがゴ

ルダと呼称される。大抵の国家にお

いて、1コルダが基本貨幣で銀貨 1

枚と規定している。金貨、銀貨、銅

貨は一対百対干の割合で取引される

が、貨幣価値は各国て、微妙に違って

いる。金貨はおもに交易、国家間通

商、操兵購入用として使われる。各

国内の補助貨幣として、銀貨、銅貨

が使用され、その意匠は国によって

様々である。それらの鋳造は、たと

えどんなに交易路から遠い地でも、

ミナル人両替商の匠合組織が一手に

引き受けるという。

置=亙~町例 入 、 句可

レイケンの銅ゴルダ

フ

商
U 

安
易
路
を
往
来
す
る
旅
人
の
な
か
で
、

も
っ
と
も
長
い
道
程
に
挑
む
者
た
ち
が
隊

商
で
あ
る
。
交
易
路
沿
い
と
い
え
ど
、
長

期
に
わ
た
っ
て
大
型
、
大
量
の
物
口
聞
を
移

送
す
る
途
中
に
は
、
野
盗
や
嵐
な
ど
様
々

な
障
害
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
荷
駄
や
人

員
を
確
保
、
維
持
す
る
だ
け
で
も
莫
大
な

費
用
を
要
す
る
。
無
論
、
希
少
口
聞
を
遠
隔

地
に
運
ぶ
だ
け
で
商
人
と
し
て
の
名
誉
や

評
価
を
獲
得
で
き
る
上
、
膨
大
な
収
益
と

な
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
を
突
き

動
か
し
て
い
る
も
の
は
も
っ
と
別
の
次
元

の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
彼
ら
は
居
を
備

え
る
商
人
と
異
な
り
、
基
本
的
に
冒
険
者

と
同
義
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ム
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ア
ハ
l
ン
に
は
神
々
が
住
み
た
も
う
。
姿
は
見
え

す
、
声
は
聞
こ
え
す
。
さ
れ
と
そ
の
聖
な
る
御
業
は
、

天
に
、
地
に
、
人
に
閲
さ
れ
る
。
選
ば
れ
し
者
の
み

が
神
と
民
え
、
聖
刻
を
も
っ
て
そ
の
言
葉
を
伝
え
る
。

:
・
ア
ハ
l
ン
は
神
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
り
。

発
樟
と
鹿
史

《ラ
マ
ス
教
》
は
、
特
に
中
原
に
多
く

の
信
徒
を
擁
す
る
宗
派
で
あ
る
。
信
徒
の

で
ん
ぱ

数
や
伝
摘
さ
れ
て
い
る
地
域
の
広
さ
を
考

え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
中
原
に
お
い
て
最

大
の
規
紋
を
持
つ
と
い
っ
て
も
、
決
し
て

過
言
一
で
は
な
い
。

ダ
マ
ス
タ
の
王
都
ダ
ヴ
ア
|
パ
郊
外
に

総
本
山
が
あ
る
。
中
原
各
地
に
お
よ
そ
千

の
寺
院
が
怪
か
れ
て
い
る
が
、
カ
ル
パ
ラ

教
や
聖
刻
教
会
の
よ
う
に
豪
奪
な
建
物
は

な
く
、
い
た
っ
て
簡
素
な
造
り
の
も
の
が

多
い
。
中
に
は
、
一
般
の
家
屋
と
区
別
が

つ
か
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
る
よ
う
だ
。

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
困
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
は
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
問

の
調
停
な
ど
を
行
な
う
集
団
と
し
て
社
会

-. 

八角盤

積み重ねることだと考えられている。

この板には、二困、四果、八応、八

報の概念が図案で示されている。

八角とは、ラマス教において世界

の仕組みを説く概念である。運命に

は外的な要因と内的な要因があり、

究極的には、二つの要素の組合せを

的
に
認
知
さ
れ
て
い

っ
た
。

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
。
カ
ル
パ
ラ
教
に
お
い
て

は
、
主
神
で
あ
る
炎
の
神
カ
ル
パ
ラ
の
従

神
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
宗
派
は
ラ
マ

ス
を
始
め
、
キ
タ
ン
な
ど
で
信
奉
さ
れ
る

地
母
神
カ
リ
|
マ
な
ど
、
百
を
越
え
る
神
々

の
教
義
や
説
話
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
カ
ル
パ
ラ
教
は
、
逆
に
、
土
着
の
信
仰

と
し
て
あ
っ
た
中
原
の
宗
教
を
、
手
当
り

次
第
に
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

聖
者
ラ
マ
ス
は
、
奉
仕
と
自
己
研
鈴
を

怠
る
こ
と
な
く
、
常
に
自
ら
の
心
身
の
鍛

錬
を
続
け
、
つ
い
に
は
天
の
理
を
悟
る
に

至
り
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
民
衆
を
救

済
し
た
と
い
う
。
そ
の
説
話
は
、
あ
く
ま

で
も
民
衆
の
向
上
意
欲
が
あ
っ
て
こ
そ
達

成
さ
れ
る
と
い
う
自
助
努
力
を
説
く
も
の

で
も
あ
っ
た
。

現
在
の
ラ
マ
ス
教
が
確
立
さ
れ
た
の
は

お
よ
そ
百
五
十
年
ほ
ど
前
だ
が
、
教
義
や

聖
者
ラ
マ
ス
そ
の
も
の
の
伝
承
は
、
そ
れ

以
前
か
ら
連
綿
と
語
り
継
が
れ
て
い
る
と

さ
か
の
ぼ

い
わ
れ
、
源
流
を
遡
れ
ば

《白
き
王
》
の

時
代
ま
で
い
き
つ
く
と
い
う
説
も
あ
る
。

-・・ー
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気功術による治療

気功の術師は掌を患部にかざ

し、 《気〉を放射する。その施術

を 《手当て〉と呼び、高位の術

師になると、肉体に手を巡らせ

るだけで患部を当てることもで
とどこラ

きる。 〈気〉の流れを滞らせる体

内物質を除去するため、薬草の

投与を併用することもある。さ

らに、外傷の回復促進も可能。

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
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
く
も
の
で
、
神
の
言
葉
は

み
ら
び

そ
の
導
き
と
な
る
。
し
か
し
、
人
の
努
力
が

及
ば
ぬ
時
も
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
禍
や
災

害
が
そ
れ
だ
。
そ
の
時
に
は
ラ
マ
ス
の
使

徒
で
あ
る
僧
侶
が
持
て
る
力
を
振
り
絞
り
、

救
済
に
務
め
る
。
そ
し
て
、
僧
の
力
が
及

ば
ぬ
時
、
よ
う
や
く
神
は
人
の
努
力
を
認

め
、
御
手
を
差
し
伸
べ
る
の
だ
。

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
、
救
済
に
お
い
て
は
信
者

で
あ
る
な
し
と
い
っ
た
区
別
を
せ
ず
、
苦

し
み
悩
め
る
も
の
全
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
衆
の
盾
と
な
っ
て
、
理
不

尽
な
暴
力
、
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
。

信
徒
の
数
で
は
他
を
圧
倒
す
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
ラ
マ
ス
教
を
国
教
と
す
る
国
家

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ラ
マ
ス
は
、
戦
争
を

批
判
し
、
王
権
政
治
や
身
分
制
度
を
否
定

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

権
力
に
対
し
て
お
も
ね
る
こ
と
が
な
い
か

ら
こ
そ
、
ラ
マ
ス
教
は
民
衆
の
側
に
立
っ

た
活
動
が
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

気
闘
法
に
よ
る
組
み
手

基
本
は
体
内
の

《気
》
を
拳
や
武
器
に
宿

ら
せ
、
打
撃
力
な
ど
を
僧
す
乙
と
に
あ
る
。

肉
体
の
耐
久
力
を
僧
強
さ
せ
た
り
、
気
合
い

と
共
に
衝
撃
波
を
紋
つ
、
速
力
、
跳
躍
力
の

向
上
な
ど
、
様
々
な
応
用
が
あ
る
。
達
人
に

な
れ
ば
、
手
も
触
れ
ず
に
相
手
を
昏
倒
さ
せ

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

ラマス僧
中原でよく見られるラマス僧

の服装。簡単な作りだが、丈夫

な布地で動きやすく、農作業な

どがしやすいようにしてある。

ラマス僧である証として剃髪し

ていることが多い。

¥ ー

功

術

プ

ラ

ナ

《気
》
を
制
御
し
、
肉
体
の
潜
在
的
能

力
を
顕
在
化
さ
せ
る
術
。
病
気
と
は
、
体

内
の
気
脈
(
経
絡
)
に
お
け
る
気
の
流
れ

い
一
郎
悪
化
に
よ
っ
て
起
こ
る
肉
体
諸
務
官
の

一
!
変
調
で
あ
る
。
無
論
外
的
な
要
因
も
あ
る

習
が
、
大
半
の
病
は
気
の
不
整
脈
を
直
す
こ

崎

と
で
回
復
す
る
。
中
原
に
お
け
る
医
術
は

よ

《

気
》
の
概
念
が
中
心
に
あ
り
、
信
仰
的

側
面
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。港

気
功
術
の
う
ち
、
特
に
絡
闘
技
に
用
い

ら
れ
る
も
の
を
差
す
。
修
行
は

《気
》
を

高
め
る
内
功
の
鍛
錬
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
面
の
鍛
錬
も

修
行
の

一
環
だ
が
、
見
習
僧
に
は
意
味
も

教
え
な
い
た
め
、
た
だ
の
挙
法
修
行
に
し

か
見
え
な
い
。
事
実
上

《気
》
の
仕
組
み

そ
の
も
の
が
、
気
附
法
の
奥
義
で
あ
る
。

@ 
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マ
ス
僧

民
衆
と
の
共
存
、
民
衆
へ
の
奉
仕
を
第

一
義
と
し
、
民
衆
と
共
に
大
地
を
耕
し
、

日
々
修
行
に
勤
し
む
。
開
拓
に
対
し
て
も

積
極
的
で
、
中
原
の
開
拓
地
に
は
必

「¥

ず
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
、
ラ
マ
ス
僧

』

の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
彼

ら
は
率
先
し
て
荒
れ
地
を
耕
し
、
収
穫
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
寺
の
自
給
自

足
に
最
低
限
必
要
な
土
地
を
残
し
て
、
す

べ
て
民
衆
に
明
け
渡
す
。
自
給
自
足
を
旨

と
し
、
寄
進
、
供
物
の
類
は

一
切
受
け
取

ら
な
い
。
そ
の
た
め
(
一
部
の
例
外
を
除

い
て
)
ラ
マ
ス
僧
は
ど
こ
の
地
で
も
民
衆

の
信
頼
と
尊
敬
を
受
け
て
い
る
。

ラ
マ
ス
僧
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
る
程

度
の
頑
飽
き
以
外
、
特
に
必
要
と
さ
れ
る

も
の
は
な
い
。
老
若
男
女
、
生
ま
れ
や
階

層、

前
身
は

一
切
関
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、

農
民
や
平
民
の
み
な
ら
ず
、
武
人、

商
人

な
ど
、
実
に
多
種
多
様
な
人
々
が
ラ
マ
ス

の
門
を
叩
く
。

正
式
に
僧
侶
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は、

十
二
あ
る
修
行
段
階
を
全
て
こ
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
、
か
な
り
の

努
力
が
必
要
で
、
お
お
む
ね
五
、
六
年
ほ

ど
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ラ
マ
ス
教
の
総
本
山
は
、
見
習
い
柏
田
の

最
後
の
修
行
地
で
あ
り
、

e

見
習
い
と
し
て

の
修
行
期
間
を
終
え
た
ラ
マ
ス
僧
が
、
お

よ
そ
三
百
人
ほ
ど
居
住
し
て
い
る
。
こ
の

地
で
、
最
終
的
な
過
程
を
終
え
れ
ば
、
新

し
い
ラ
マ
ス
僧
が
誕
生
す
る
。

-・

教典
ラマスの教儀や、僧に課せられ

る規範を記してある木簡。

ラ
マ
ス
僧
の
う
ち
で
も
位
の
高
い
僧
は
、
民

衆
の
冠
婚
葬
祭
に
招
か
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、

私
服
兼
用
の
法
衣
が
あ
る
。
他
の
僧
と
同
じ
服

の
上
か
ら
、
羽
織
る
だ
け
で
あ
る
。

二巴環(冠)

修
行
初
期
の
見
習
い
僧
が
、
心
身
の

安
定
を
得
る
た
め
に
身
に
付
け
る
こ
と

が
多
い
。

一
ブ
マ
ス
個
の
生
活

ラ
マ
ス
僧
の
日
常
は
、
精
進
潔
斎
を
原

則
と
し
、
肉
食
は
せ
ず
、
食
事
は
穀
物
や

野
菜
な
ど
の
植
物
に
限
定
さ
れ
る
な
ど
、

生
活
に
は
、
か
な
り
厳
し
い
戒
律
が
謀
せ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
殺
生
を
象
徴
す
る

刃
物
の
使
用
は
著
し
く
制
限
さ
れ
、
た
と

え
護
身
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
帯
剣
は
許

さ
れ
な
い
。
民
衆
を
脅
か
す
敵
を
排
除
す

る
た
め
に
不
可
欠
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
判
断
を
下

す
の
は
管
長
以
上
の
高
僧
に
限
ら
れ
る
。

ラ
マ
ス
僧
侶
の
修
行
の
厳
し
さ
は
定
評

が
あ
る
。
民
衆
の
盾
と
な
る
彼
ら
は
、
拳

法
を
始
め
と
す
る
各
種
の
武
術
を
叩
き
込

ま
れ
る
。
先
輩
僧
(
師
兄
)
と
戦
わ
さ
れ

血
へ
ど
を
吐
い
て
修
得
す
る
。
実
戦
さ
な

が
ら
の
稽
古
で
あ
る
。
こ
の
武
術
修
行
に

は
、
ラ
マ
ス
僧
と
し
て
頑
健
な
肉
体
を
作

り
上
げ
、

何
こ
と
に
も
負
け
ぬ
、
ね
ば
り

強
い
精
神
を
築
く
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

ま
た
、
医
術
の
修
得
も
修
行
の

一
環
で
あ

る
。
こ
と
に
見
明
日
い
期
間
は
山
野
に
分
け

い
り
、
季
節
ご
と
の
数
百
に
も
の
ぼ
る
薬

草
を
採
取
さ
せ
ら
れ
る
。
長
い
時
に
は
何

十
日
余
り
も
山
か
ら
降
り
ら
れ
ぬ
こ
と
も

あ
る
。
当
然
、
抽
出
と
し
て
の
修
行
も
あ
る
。

座
禅
、
写
経
、
読
経
、
経
の
内
容
に
関
す

る
問
答
と
、
そ
の
内
容
は
他
の
宗
派
に
ひ

け
を
取
る
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
民
衆
へ
の
奉
仕
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
修
行
は
そ
れ
ら
に

優
先
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

ラ
マ
ス
の
私
服

ラ
マ
ス
に
帰
依
す
る
修
行
僧
が
行
事
な
ど
に

際
し
て
着
用
す
る
一
種
の
礼
服
。
儀
払
用
の
腰

布
を
あ
し
ら
っ
て
あ
る
。

@ 
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一
ブ
マ
ス
撤

の

法

典

ラ
マ
ス
僧
は、

民
人
に
請
わ
れ
て
冠
婚

葬
祭
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

あ
る

い
は
、
総
本
山
で
の
定
期
的
な
寄
り
合
い

な
ど
、
儀
式
的
な
行
事
が
あ
る
場
合
に
使

用
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
道
具
で
あ
る
。

剣
に
代
わ
る
音
叉
と
、
鋭
、
玉
飾
り
で
あ

る
。
音
叉
の
音
は
魔
を
払
い
、
鋭
は
魔
を

写
し
だ
す
。
玉
飾
り
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

が
生
命
力
を
象
徴
し
て
い
る
。

法異

/)  

ぶJL/

八角鐙音叉
八角鑑(鏡)八ツ玉飾り

戸戸

ラマス僧と民衆

ラマス僧の一日は、おおむね二刻半に起床してか

ら十一刻に就寝するまで、そのほとんどの時闘を民

衆と共に過ごす。夕、マスタの辺境力口ウナの村にあ

るソーブン寺を一例とするなら、寺の十七人ほどの

僧のうち、二、三人すっか近隣の村々にも駐在し、

医療に第わったり、互いの村の謂停役となったり、

民衆の求めに応じている。家庭内の問題にまで口を

差し挟むようなととはしないか、ラマスの寺は駆け

込み寺の役目を負っていたりもするし、子弟を預か

ったりすることもよくある。

闇雲に荒野をきりひらくだけで開墾ができるわけ

ではない。ラマス僧は地勢や地脈、水脈に沿った開

拓を行なう。井戸掘りにも独自の技術や経験を持っ

ている。

ことさらな都合がないときは、畑を耕し、薬草を

採取、調合し、坐禅を組み、写経する。彼らは医者

であり、農民であり、僧侶であるのだ。

薬草類

ピノルの根(鎮痛、麻酔)

ハヨンの実と茎
(気付け、動惇)

パクタの葉(解熱、湿布)

コ

=
J
 

ム

n中
原
の
宗
教
u

ウシイルスの樹皮(整腸、消化不良)

中
原
で
は
、
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
。
国
教
と
民
間
で
奉

じ
る
神
が
遣
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
肥
っ
て
い
る
国
も
あ
る
。

東
方
の
聖
刻
教
を
信
じ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

西
方
の
八
柱
神

《
ペ
ガ
ン
ズ
》
(
運
命
、

時
、
霊
祭
、
愛
、
快
楽
、
芸
術
、
商
い
、

戦
)
の
神
々
を
信
奉
す
る
も
の
も
あ
る
。

中
原
で
最
も
広
く
民
間
に
浸
透
し
て
い

る
の
は
ラ
マ
ス
教
だ
が
、
キ
タ
ン
の
国
教

で
あ
る
地
母
神
カ
リ
ー
マ
(
ラ
ウ
マ
|
ナ

時
代
は
農
耕
神
だ
っ
た
ら
し
い
)
も
、
そ

の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ル
パ
ラ

教
も
、
交
易
路
沿
い
の
交
易
都
市
な
ど
で

多
く
奉
じ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ル
パ
ラ
教
は
、

教
義
の
中
で
ラ
マ
ス
を
は
じ
め
、
百
あ
ま

り
の
神
々
を
従
え
て
い
る
と
い
う
宗
派
だ

が
、
民
衆
の
間
で
奉
ら
れ
る
像
な
ど
は
ラ

マ
ス
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

ヴァピクの自然薯(滋養、強壮)

@ 
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東
方
に
根
付
き
し
大
い
な
る
聖
刻
の
教
え
。
そ
の

神
技
た
る
力
も
っ
て
災
い
を
お
さ
め
、
数
多
の
民
を

救
い
の
遭
へ
と
導
く
。
始
祖
た
る
八
人
の
聖
者
を
崇

め
、
八
花
弁
の
蓮
を
聖
な
る
印
と
し
て
信
徒
の
証
と

な
す
。教

会

ω発
樟

整
刻
教
会
が
生
ま
れ
た
の
は
い
ま
か
ら

約
二
千
五
百
年
前
と
い
わ
れ
、
東
方
暦
は

こ
の
教
会
設
立
の
年
を
元
年
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は

《東
方
動
乱
》
平
定
に
多
大
に
貢

献
し
た
教
会
を
称
え
た
も
の
で
、
東
方
全

土
で
共
通
の
暦
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

約
二
千
五
百
年
前
、
世
界
に
混
乱
を
招

い
た

《
八
の
塗
刻
》
に
よ
る
戦
い
が
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
激
し
い
死
闘
の
末
、
悪
し

き
塗
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
、
整
刻
の

カ
を
良
き
な
る
方
向
へ
と
導
き
、
苦
し
む

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
言
わ
れ
て
い
る
。

プ
ル
・
ォ
・
ル
ガ
テ
ィ

教
会
は
《
八
聖
者
》
を
、
民
を
よ
り
良
い

道
に
導
く
聖
刻
の
代
理
人
と
し
て
崇
め
、

《聖
刻
の
力
》
の
正
し
き
使
い
方
を
習
得

す
る
た
め
に
修
行
を
行
っ
て
い
る
。

句ーv~-・

(ネーザ・口ズワルド・デ・ラ・オーム)

八買運

聖刻教会機構図

法王

(
大
老
/
タ
イ
ド
)

練
法
師
団

(
団
将
/
ジ
ャ
ン
・
ス
ド
ラ
)

冶
匠
合

(
統
轄
総
管
区
長
/
リ
ク
ド
・
カ
ラ
ン
ダ
ル
)

教
務
団団

と
戒
律

聖
刻
教
会
を
作
っ
た

《
八
聖
者
》
は
聖

刻
に
眠
り
し
神
の
意
志
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
教
典
》
に
て
聖

刻
の
加
護
を
与
え
ら
れ
し
者
の
使
命
と
犯

し
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
な
ど
を
定
義
づ
け

後
世
に
残
し
て
い
る
。

『聖
刻
の
使
徒
は
い
か
な
る
苦
難
が
降
り

か
か
ろ
う
と
か
な
ら

T
や
神
の
加
設
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
不
姦
、
不
惑
、
不
怠
、
不
欺
、

不
殺
、
不
盗
、
不
敬
、
不
虐
な
ど
使
徒
に

諜
せ
ら
れ
る
戒
め

《
八
戒
》
に
つ
い
て
記

載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
後
世
に
対
す
る
預
言
も
記
述
さ
れ
、

や
が
て
訪
れ
る
新
た
な

《
聖
刻
の
争
い
》

に
備
え
そ
れ
に
対
処
で
き
る

《
力
》
の
育

成
に
努
め
よ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

修
道
士
は
こ
れ
ら
の
教
義
や
八
戒
を
心

身
に
刻
み
込
み
、
崇
高
な
る
使
命
の
も
と

斐
刻
の
教
え
を
世
に
知
ら
し
め
る
た
め
の

教
務
に
努
め
て
い
る
。
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組山
車
刻
教
会
は
主
に

『法
王
庁
』
、
『教
務

団
』
、
『聖
刻
騎
士
団
』
、
『練
法
師
団
』
の

四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

法
王
庁
は
法
王
を
中
心
と
し
た
高
位
者

の
集
団
で
、
全
て
の
執
務
に
対
す
る
決
定

権
を
も
っ
。
教
務
団
は
修
道
士
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
布
教
、
救
済
な
ど
教
会
の

一
般

教
務
を
行
い
、
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
る
。
唯
一
、
練
法
師
団
だ
け
は
、

他
の
組
織
と
違
い
そ
の
存
在
を
悶
の
中
に

閉
ざ
し
て
い
る
。

各
機
構
と
も
頂
点
た
る
法
王
庁
の
命
に

一

よ
っ
て
機
能
す
る
が
、
通
常
は
そ
れ
ぞ
れ

一

独
自
の
教
策
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

一

門

法

王

庁

U
一

法
王
庁
は
、
教
都
ワ

1
ス
ラ
ン
の
ク
ラ

マ
ッ
ソ
大
聖
堂
に
本
拠
が
お
か
れ
て
お
り
、
(

聖
刻
教
会
の
運
営
、
教
務
、
裁
決
の
全
権

を
掌
握
す
る
最
高
機
関
で
あ
る
。

聖
な
る

《
法
王
》
の
も
と
各
機
関
の
長
、

《塗
刻
騎
士
団
・
団
将
》
、
《
教
務
団
・
統

轄
総
管
区
長
》
、
《練
法
師
団
・
大
老
》
、
そ

し
て
教
会
内
か
ら
え
り
す
ぐ
ら
れ
法
王
の

側
近
と
し
て
仕
え
る
八
人
の
高
僧

《
八時以

遠
》
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

総
勢
数
千
人
と
も
い
わ
れ
る
聖
刻
教
会

員
の
中
で
も
聖
な
る
法
王
に
拝
謁
で
き
る

の
は
彼
ら
十

一
人
だ
け
で
、
彼
ら
に
命
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
法
王
の
み
で

あ
る
。

聖輔
信徒が身につけ

聖印。すべて銀で作

られている
大聖華

教会の神紋たる大
聖輩。八枚の主主の花
びらは八聖者を示す

聖印
主に聖刻騎士団員

が持つ聖印。聖花は
簡磁化されている

聖
刻
教
会
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
聞
は

信
徒
も
ふ
く
め
洗
礼
名
を
受
け
、
信
仰
の

証
と
し
て
聖
印
ち
あ
る

《
聖
撃
》
を
身
に

つ
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

門

教

務

団

u

耐玉
刻
教
会
で

一
一般に

《
修
道
土
》
と
呼

ば
れ
る
人
々
は
こ
の
組
織
に
属
し
、
酌
王刻

教
会
僧
は
そ
の
絡
の
高
さ
に
よ
っ
て
八
つ

の

《
階
梯
》
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第

一

階
梯
の
者
は
教
会
に
入
り
た
て
の
い
わ
ば

見
習
い
で
あ
り
、
通
常
、
僧
侶
と
言
わ
れ

る
の
は
第
二
階
梯
か
ら
で
あ
る
。
第
三
階

梯
に
な
る
と

《
布
教
師
》
の
資
絡
が
与
え

ら
れ
、
独
自
の
布
教
活
動
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
聖
刻
の
力
を
あ
る
程
度
封
じ
る
カ

を
持
つ
特
殊
な

《
撃
印
》
が
与
え
ら
れ
る

の
も
こ
の
階
梯
か
ら
で
あ
る
。
第
四
階
梯

は

《派
逃
師
》
の
資
格
が
与
え
ら
れ
、
他

地
域
の
教
会
へ
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

第
五
階
梯
に
も
な
る
と

《
司
祭
》
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
単
位
の
小
管
区
を

与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
六
階
梯
は

《教
導
師
》
と
し
て
の
任
を
お
び
、
法
王

庁
と
の
仲
立
ち
と
し
て
聖
刻
教
を
国
教
と

す
る
国
々
へ
相
談
役
と
し
て
派
逃
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
第
七
階
梯
は
管
区
長
と
し

て
一
地
域
を
任
さ
れ
る
。
こ
の
管
区
長
を

束
ね
る
の
が
最
高
位
の
階
梯
を
持
つ
統
結

総
管
区
長
、
つ
ま
り
教
務
団
の
頂
点
で
あ

る
。
階
梯
ぞ
の
も
の
は
八
つ
し
か
な
い
が
、

階
梯
を

一つ
あ
げ
る
こ
と
は
至
難
の
業
で

あ
り
、
管
区
長
と
審
議
僧
速
に
よ
る
厳
し

い
人
格
、
人
望
、
信
仰
心
の
審
査
が
行
わ

れ
る
。

@ 



門
型
刻
騎
士
団

u

聖
刻
教
会
の
盾
で
あ
り
剣
で
も
あ
る
聖

刻
騎
士
団
は
、
東
方
で
知
ら
ぬ
者
は
い
な

い
最
強
の
武
闘
集
団
で
あ
る
。
信
徒
の
中

か
ら
え
り
す
ぐ
ら
れ
た
、
信
仰
心
が
篤
心
配
働

く
か
っ
腕
の
立
つ
騎
士
で
鱗
成
さ
れ
て
お

i

り
、
教
会
と
法
王
に
対
す
る
絶
対
的
忠
誠

と
規
律
に
よ
っ
て
統
制
が
取
ら
れ
て
い
る
。

聖
刻
騎
士
団
は
束
凶
南
北
凶
方
面
軍
に

分
制
さ
れ
て
お
り
、
四
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ

を
管
特
区
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
東
部
は

s

湖
、
西
部
は
張
、
南
部
は
龍
、

北
部
は
虎

と
い
っ
た
各
々
象
徴
と
す
る
生
物
を
騎
士

章
に
設
け
、
誇
り
と
神
へ
の
奉
仕
を
も
っ

て
任
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
方

面
軍
は
さ
ら
に
赤
、
育
、
白
、
盛
山
の
凶
色

の
冠
を
つ
け
た
四
つ
の
騎
士
団
に
分
け
ら

れ
各
地
域
を
管
特
し
て
い
る
。

修
道
士
に
階
梯
が
あ
る
よ
う
に
聖
騎
士

に
も
八
つ
の
階
梯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

第

一
階
梯
は
騎
士
に
仕
え
る
従
士
で
団
の

一
員
と
し
て
は
最
下
級
者
で
あ
る
。
第
二

階
悌
で
よ
う
や
く
騎
士
と
な
り
、
第
三
階

梯
に
な
れ
ば
騎
士
三
人
を
束
ね
る
小
隊
長

の
任
に
つ
く
。
第
四
階
梯
で
は
、
三
小
隊

を
指
制
押
す
る
中
隊
の
指
揮
を
任
さ
れ
る
。

第
五
階
梯
は
三
中
隊
を
ま
と
め
る
大
隊
の

指
搬
を
委
ね
ら
れ
、

《
准
将
》
と
呼
ば
れ

る
。
こ
こ
か
ら
が
将
と
呼
ば
れ
る
上
級
職

で
、
第
二
j
第
四
階
梯
ま
で
が
平
騎
士
と

呼
ば
れ
る
。
第
六
階
綿
に
な
る
と
十
六
騎

士
団
の
一
倒
を
預
か
る
《師
将
》
、
第
七
階

梯
で
は

一
方
面
箪
を
ま
と
め
る

《
寧
将
》、

と
な
る
。
そ
し
て
聖
刻
騎
士
団
の
全
て
を

統
帖
す
る

《団
将
》
が
、
最
高
峰
の
第
八

• 

聖
騎
士

南部方薗軍・四龍騎士図書

聖華(簡易版)

第
十
九
階
梯
、
い
わ
ゆ
る
「
高
位
の

術
者
」
と
呼
ば
れ
る
練
法
師
。
高
位
に

な
る
ほ
ど
口
|ブ
が
派
手
に
な
る

l
i
h
u
w
v
t

、

階
梯
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
准
、

師
、
率
、
団
将
は
役
峨
名
で
あ
り
、
同
階

梯
で
あ
っ
て
も
就
任
で
き
ぬ
者
も
い
た
o

t
現
在
、
型
刻
騎
士
団
は
約
二
千
人
ほ
ど

の
騎
士
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
保
有

す
る
操
丘
ハ
は
狩
猟
機
だ
け
で
約
二
千
五
百

騎
、
従
兵
機
も
含
め
る
と
そ
の
数
は
九
千

騎
に
も
及
ぶ
。

重
刻
騎
士
団
は
東
方
で
最
も
恐
れ
ら
れ

て
い
る
部
隊
で
あ
る
が
、
そ
の
行
動
は
限

ら
れ
て
お
り
、
法
王
庁
の
命
に
よ
っ
て
し

か
出
動
し
な
い
。
そ
の
行
動
は
教
会
と
信

徒
の
守
護
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
戦

争
や
内
乱
な
ど
に
は
基
本
的
に
関
知
し
な

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
や
信

徒
の
生
命
や
財
産
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
、

率
先
し
て
戦
い
に
参
加
し
神
敵
を
ね
こ
そ

ぎ
排
除
す
る
。

門
練
法
師
団
μ

練
法
師
団
は
他
の
組
織
と
は
遠
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
。
各
門
派
閥

の
交
流
は
門
主
の
上
に
存
在
す
る
超
越
者

《老
》
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
、
そ

の
他
の
交
流
は
ま
っ
た
く
な
い
。
八
人
の

老
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
こ
の

《
八

老
連
》
は
、
練
法
師
団
に
お
け
る
全
て
の

決
定
権
を
持
ち
、
法
王
庁
の
命
を
受
け
派

逃
す
る
練
法
附
の
門
派
や
人
数
を
決
定
し

門
主
に
伝
え
る
。

山町五
刻
練
法
師
は
二
十
三
の
附
梯
に
分
け

@ 
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ら
れ
、
第
一
ZEe-
第
三
階
梯
ま
で
は
修
行
の

階
梯
で
あ
り
、
練
法
師
と
し
て
は
扱
わ
れ

な
い
。
第
四
1
第
十
五
階
梯
ま
で
が
下
位

の
術
者
、
第
十
六

1
第
二
十
三
階
梯
ま
で

が
高
位
の
術
者
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
十
四

以
上
は
階
梯
と
い
う
も
の
が
存
在
せ
ず
、

門
主
や
老
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

ま
た
練
法
師
団
は
下
位
組
織
と
し
て
《暗

殺
部
隊
》
を
抱
え
て
い
る
。
独
自
の
従
兵

機
を
抱
え
、
低
位
な
が
ら
練
法
を
操
る
異

能
の
集
団
で
あ
る
こ
の
組
織
は
、
こ
と
を

秘
密
裡
に
は
こ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
閣

の
仕
事
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
る
。

元
来
、
聖
刻
の
奇
跡
の
力
を
現
し
め
る

教
務
団
の
補
佐
的
役
割
を
も
っ
て
い
た
練

法
師
団
で
は
あ
る
が
、
近
年
は

一
練
法
師

に
そ
の
行
動
を
牛
耳
ら
れ
て
い
る
。

門
操
兵
鍛
冶
一
匹
合
U

法
王
庁
の
直
轄
下
に
お
か
れ
、
教
会
製

操
丘
ハ
の
製
造
と
管
理
を
行
う
。
西
方
工
呪

会
同
様
、
謎
に
満
ち
た
組
織
で
、
操
丘
ハ
を

操
縦
す
る
本
部
工
房
の
所
在
、
人
員
の
構

成
等

一
切
が
秘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各

地
に
修
理
を
行
う
鍛
冶
工
房
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

通
常
、

教
会
よ
り
採
丘
ハ
を
購
入
す
る
場

合
、
国
単
位
か
家
単
位
で
、
そ
の
他
の
教
会

も
し
く
は
教
導
師
に
多
領
の
寄
進
と
と
も

に
要
請
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
操
兵
匠
合

が
そ
の
数
に
合
わ
せ
操
兵
を
製
造
す
る
の

で
あ
る
。

清掃、朝食

礼拝(起祈)

朝議

教務開始

修道士の一日
三の刻 |起床

半

四の刻

周囲、荘耕

政務

五の刻

聖刻教の信仰が薄い地や未信仰の地に訪れ聖

刻の奇跡を民に説く布教師

定期的に行われる教会全体の総

会議。聖続士団や教務団の高位者

によって教務や東方情勢の討議が

行われる。

干し拝(頂祈)

奉業、修行

夕食

教務終了

清掃

六の刻

九の刻

半

十の刻

七の刻

八の刻

聖刻の使徒としての戒律や教義

後世の預言などが記載されている

経典。

礼拝(就祈)

就寝

十一の刻

異教徒や教会に対する反乱を企てた輩は、聖

刻騎士固により聖戦の名のもとに排除される

修
道
士

ω生

修
道
士
は
布
教
、
教
導
、
な
ど
の
特
務

を
受
け
て
い
な
い
場
合
、
自
分
の
所
属
す

る
地
区
の
教
会
に
て
修
行
を
積
み
重
ね
て

い
る
。
そ
の
生
活
は
八
戒
律
に
定
め
て
あ

る
よ
う
に
身
を
清
め
奉
仕
と
慈
愛
に
よ
っ

て
管
区
内
の
信
徒
に
つ
く
し
て
い
る
。

彼
ら
は
朝
起
床
す
る
と
、
ま
ず
神
へ
の

祈
り
を
行
う
。
こ
れ
は
そ
の
日

一
目
、
信

徒
と
教
会
に
祝
福
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
神

に
加
認
を
求
め
る
こ
と
で

《
起
祈
》
と
呼

ば
れ
る
。
続
い
て
、
教
会
の
門
を
聞
き
清

婦
を
行
い
、
参
祈
者
や
俄
悔
者
の
米
訪
に

備
え
る
。
こ
の
後
、
朝
食
を
取
り
聖
堂
に

集
合
し
司
祭
か
ら
の
訓
示
を
受
け
四
の
刻

か
ら
九
の
刻
ま
で
が
教
務
時
間
と
さ
れ
る
。

教
務
は
大
ま
か
に
五
種
類
に
分
け
ら
れ

る
。
管
区
内
の
見
回
り
で
あ
る

《周
囲
》
、

教
会
管
理
の
荘
闘
を
耕
作
す
る

《
荘
耕
》
、

参
祈
者
の
応
対
や
教
会
管
理
を
行
う

《政

務
》
、
信
徒
に
対
す
る
奉
仕
活
動

《
奉

業
》
、
己
を
磨
く

《修
行
》
で
あ
る
。

日
が
天
に
達
す
る
こ
ろ
、
そ
の
日
2
回

目
の
礼
拝
を
行
う
。

《頂
祈
》
と
呼
ば
れ
る

こ
の
祈
り
は
、
自
分
を
戒
め
る
意
味
で
こ

れ
ま
で
の
己
の
行
動
に
、
談
り
は
な
か

っ

た
か
と
神
に
裁
決
を
こ
う
も
の
で
あ
る
。

教
務
終
了
と
な
る
と
、
朝
と
同
じ
よ
う

に
清
掃
を
行
い
、
聖
堂
に
て
報
告
会
を
行

う
。
こ
の
後
、
夕
食
を
取
り
不
寝
番
以
外

の
者
は
就
寝
前
ま
で
は
自
由
な
時
間
と
な

る
。
就
寝
前
に
は

一
日
の
安
全
を
神
に
感

謝
す
る
礼
拝

《就
祈
》
を
行
い
床
に
就
く
。

@ 



司

、すヲモ

術附

法

4
・4

・

聖
刻
に
よ
り
統
べ
ら
れ
る
ア
ハ

l
ン
の
地
に
生
ま

れ
し
様
々
な
技
。
あ
る
も
の
は
天
空
の
声
を
召
悔
し

あ
る
も
の
は
魔
性
を
映
す
と
い
わ
れ
る
不
可
思
議
な

力
、
人
乙
れ
を
『
術
法
』
と
呼
び
習
わ
し
、
鋼
の
巨
人

に
相
対
す
る
世
界
の
謎
と
し
て
こ
と
に
緬
か
ん
と
す
。

練法陣の例

から!願に「湯」

「金Jr火Jr木」

(表門)r月Jr風Jr水」

「土J(裏門)と呼ぶ。

法

概

怠

『
こ
の
世
に
暗
黒
と
混
沌
の
使
者
が
蘇
り

し
と
き
、
同
時
に
ρ
塊
高
き
八
の
者
。
こ
の

世
に
あ
り
。
彼
ら
使
者
を
前
に
し
、
八
の

聖
な
る
印
を
刻
み
、
八
の
力
を
召
喚
し
、

八
の
戒
め
を
使
者
に
施
し
、
大
地
に
清
浄

の
種
を
蒔
き
、
我
等
に
平
穏
の
時
を
与
え

た
ま
う
。

プル
・才
・ルガティ

ゆ
え
に
彼
ら
を

《
八
聖
者
》
と
呼
ぶ
』

古
来
よ
り
、
ア
ハ
|
ン
に
住
ま
う
民
は

み
な
「
力
」
を
求
め
て
き
た
。
他
の
民
を
殺

す
武
器
し
か
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る

「
操
兵
」
し
か
り
、
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
力
」
と
は
な
に
か
?

J

一つ
の
天
体
と
六
つ
の
大
地
ヘ
す
な

わ
ち
「
二
天
六
大
」
で
あ
る
と

《
八
聖
者
》

は
悠
ロ
え
る
。

「二
天
六
大
」
と
は
天
空
を
司
る
太
陽
と

月
(
二
天
)
お
よ
び
大
地
を
司
る
火
・
水
-

木
・
土
・
金
・
風
(
六
大
)
の
こ
と
で
あ
る
。
これは東

方の練法師たち

が用いている一般

的な練法陣

の1つで、あ↓

る。文字状の

日つの印は門

派を表わす要刻文字

であり、 12時の方向→

• 

こ
の
世
の
万
物
は
す
べ
て
こ
の
八
要
素
に

よ
っ
て
「
カ
」
を
得
て
い
る
の
だ
、
と

《
八

聖
者
》
は
説
く
の
だ
。

こ
れ
ら
「
二
天
六
大
」
の
妥
素
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
直
接
的
に
「
カ
」
を
取
り
出
す
技
。
:・

練
法
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

定
義
で
き
る
だ
ろ
う
。

練
法
を
操
る
者
、
。
練
法
師
。
は
諮
る
。

ム
ド
ラ
ー

「
練
法
と
は
、
聖
刻
石
の
カ
を
用
い
、
印
契

タ
ン

ス
ラ

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
ぬ
」

「
聖
刻
石
」
と
は
謎
の
カ
が
秘
め
ら
れ
た

宝
石
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
印
契
」
と
は

手
指
を
用
い
て
作
る
グ
形
4

を
、
「
呪
句
」
と

は
言
葉
を
発
し
て
鳴
え
る
汐
句
。を
表
わ
し

て
い
る
。
す
な
わ
ぢ
右
記
の
言
葉
を
も
っ

と
詳
し
く
い
う
と
、

「
聖
刻
石
内
に
存
在
す
る
謎
の
力
を
用
い

て
(
触
媒
に
し
て
)
、
子
で
作
ら
れ
る
形
(
結

印
)
と
呪
文
の
詠
唱
に
よ
っ
て
引
き
出
し
た

世
界
の
恨
源
的
な
カ
を
発
動
さ
せ
た
も
の
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
真
実
な

の
か
そ
れ
と
も
櫨
な
の
か
に
つ
い
て
は
定

か
で
は
な
い
も
の
の
、
「
練
法
」
で
し
か
説
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明
の
つ
か
な
い
も
の
(
例
・
操
兵
)
が
存
在

す
る
以
上
、
そ
の
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

練
法
は
以
下
の
よ
う
に
発
動
す
る
。

ま
ず
発
動
さ
せ
る
術
の
像
(
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
契
を
，

正
確
に
結
ぶ
。
そ
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
カ
の

一
部
を
使
う
。
よ
り
強
力
な
術
を
行
使
す

る
場
合
、
そ
の
術
に
応
じ
た
「触
媒
L

を
用

い
て
「カ
」
を
導
引
し
や
す
く
す
る
こ
と
も

あ
る
(
ポ
ン
プ
で
水
を
汲
み
出
す
と
き
、
ポ

ン
プ
内
に
水
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
水

を
導
き
や
す
く
す
る
の
と
原
理
は
同
じ
で

あ
る
)
。

こ
う
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
カ
」
を
変
化

さ
せ
、
当
初
に
抱
い
て
い
た
像
ど
お
り
に

発
動
さ
せ
る
。
こ
れ
が
練
法
の
術
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
要
素
を
も
っ
と
詳
し
く
見
て

み
よ
う
。

印
契
と
は
、

寸力
」
を
導
く
た
め
に
神
と

契
約
さ
れ
た
印
(
サ
イ
ン
)
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
正
確
に
結
ば
な
け
れ

ば
練
法
は
発
動
し
な
い
わ
け
だ
。
術
の
発

動
に
必
要
な
印
契
の
結
び
方
に
つ
い
て
は

練
法
師
た
ち
の
秘
事
と
さ
れ
て
い
る
が
、

一
つ
だ
け
特
徴
的
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
門
(
後
述
)
ご
と
に
決
ま
っ
た
「形
」
が

印
契
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o

v

下
図
を
見
て
も
ら
お
う
。
こ
れ
ら
の
印

L
こ
込
に
必
ず
含
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

形
に
は
意
味
が
あ
り
、
彼
ら
は
「印
相
」
と

図
は
、
練
法
師
か
各
門
派
の
術
を
結
印
す
る

と
き
、そ
の
中
に
必
ず
含
ま
れ
る
印
契
(
印
相
形
)

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
(
術
者
の
方
か
ら
見
た

図
)
。門
派
を
見
磁
ら
れ
な
い
た
め
に
独
自
の
印

契
を
開
発
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
釜
本
的
な
結

印
は
こ
れ
ら
を
ム
否
ん
だ
も
の
に
な
る
。

門派象徴表

[月]

V 
/ λ¥ーニミミ

[土]

門派象徴印契

呼
ん
で
い
る
。
「印
相
」
と
は
、
練
法
の
門

ご
と
に
定
め
ら
れ
た
象
徴
の
一
つ
、
「
形
」

を
指
す
も
の
で
あ
る
(
形
以
外
に
ど
の
よ
う

な
象
徴
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
上
図
の

表
を
参
照
し
て
ほ
し
い
)
。
後
に
述
べ
る

が
、
門
外
の
術
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
「印

相
」
を
結
印
に
含
ま
な
い
。

呪
句
と
は
、
平
た
く
い
え
ば
、
術
ご
と

に
定
め
ら
れ
た
「聖
刻
一
務
」
の
文
節
の
こ
と

で
あ
る
。
「撃
刻
語
」
と
は
古
代
よ
り
伝
え

ら
れ
て
き
た
謎
の
言
語
で
あ
り
、

神
の
言

葉
と
も
龍
の
一言
葉
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

(
話
は
逸
れ
る
が
、
一
般
の
練
法
師
た
ち

の
問
で
は
変
化

・
簡
略
化
し
た
聖
刻
語
が

使
用
さ
れ
て
お
り
、
真
の
聖
刻
語
を
知
る

者
は
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ

が
真
実
で
あ
る
な
ら
、
兵
の
聖
刻
誇
を
知

る
者
は
、
い
ま
ま
で
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
の
強
い
「カ
」
を
得
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
)
た
と
え
ば
、
前

ぺ
l
ジ
に
挙
げ
た
「練
法
陣
L

に
書
か
れ
て

い
る
字
の
よ
う
な
入
つ
の
印
が
、
各
門
派

を
象
徴
す
る
聖
刻
詣
で
あ
る
。
こ
の
呪
句

を
正
確
に
詠
唱
し
な
け
れ
ば
練
法
は
発
動

し
な
い
。

触
媒
と
は
、

二
天
六
大
か
ら
「カ
」
を
導

き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
カ
の
こ
と
で

あ
る
。
先
に
ポ
ン
プ
と
か呼
び
水
。の
例
を

記
し
た
が
、
こ
の
，呼
び
水
H

に
当
た
る
の

が
「聖
刻
石
」
の
力
で
あ
る
。

二
天
六
大
に
眠
る
「カ
」
は
、
わ
れ
わ
れ

の
世
界
に
自
然
に
流
れ
て
く
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
ち
ら
か
ら
二
天
六
大
に
対
し
て

働
き
か
け
、
「
力
」
を
強
制
的
に
引
き
寄
せ

な
け
れ
ば
流
れ
て
く
れ
な
い
の
だ
。
そ
れ

は
、
あ
た
か
も
川
の
脇
に
用
水
路
を
作
る ， 

t、司ーー一ー
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作
業
に
似
て
い
る
。
練
法
に
お
け
る
聖
刻

ぜ
S

石
と
は
、
用
水
路
に
設
け
ら
れ
た
。
師
唱
。
で

あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
堰
を
円
滑
に
開

閉
さ
せ
た
り
大
き
く
し
た
り
す
る
た
め
に
、

門
ご
と
に
触
媒
周
の
物
質
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、

「練
法
陣
」
や
「
炉
」

な
ど
の
術
法
的
触
媒
と
、
金
の
門
の
鉄
粉

や
木
の
門
の
苔
の
よ
う
な
材
料
的
触
媒
で

あ
る
(
な
お
触
媒
を
機
能
的
な
器
と
し
た
も

の
が
「仮
面
」
で
あ
る
)
。

「印
契
」
お
よ
び
「
呪
句
」
そ
し
て
「触
媒
」。

こ
の
3
要
素
が
正
し
く
そ
ろ
っ
た
と
き
、

練
法
の
術
は
発
動
す
る
。
:
・
だ
が
、
実
は

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
も
の
が
練
法

に
は
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
「意
志
カ
」
だ。

練
法
師
に
は
、
あ
る
意
味
で
常
人
の
域

を
超
え
た
怠
志
カ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
本

来
は
流
れ
て
こ
な
い
は
ず
の
「力
」を
一
時

的
に
も
こ
ち
ら
の
世
界
に
引
き
込
む
に
は
、

そ
し
て
そ
れ
を
制
御
す
る
に
は
、
並
大
抵

の
窓
土
砂
カ
で
は
「
カ
」
に
押
し
治
さ
れ
て
し

ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
だ
。
古
来
よ
り
、

集
中
を
欠
い
た
た
め
に
多
く
の
練
法
仰
が

命
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
。

「練
法
」
は

ア
ハ

l
ン
で
も
っ
と
も
研
究
の
進
ん
だ
術

法
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
を
実
行
す

る
た
め
に
は
相
応
の
覚
悟
が
必
要
な
の
だ
。

生
命
の
危
険
を
賭
し
て
自
然
を
ね
じ
曲

げ
る
「練
法
」
。
こ
の
「練
法
L

を
使
う
者
:
・

0

練
法
師
H

は
、
な
ぜ
こ
う
ま
で
し
て
練
法

を
研
究
し
続
け
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

六大
↓↓↓↓↓↓  

火水金土木風
↓↓↓↓↓↓  

聖刻石または仮面(+触媒)

|発動 |

練法の発動
図は、練法の発動過程を示した

ものである。

聖なる r~p契J と「諒唱」によって

「聖刻石」または「仮箇」に働きかけ、

その力を呼び水にして「二天六大」

より力を導き出し、 導き出した力

を「意志力J{こより制御して発動さ

せる。これか練法である。

コ

フ

左のイラストは一般的な低位の

聖刻練法師を表わしたものである。

半分しか顔が隠れない仮面を装着

しているガ¥これは八階梯未満の

練法師であることを示している(さ

らに四階梯未満の者は聖刻石のな

い仮の仮面しか与えられない)。武

器を携需していることもある。

n聖
刻
rmと
仮
面

u

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
霊
刻
石
と
は
、

練
法
の
触
媒
と
な
る
未
知
の
力
を
秘
め
た

宝
石
で
あ
る
。
一
般
に
「
聖
刻
石
の
力
を
直

接
用
い
て
発
動
さ
せ
る
術
が
練
法
だ
」
と

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
大

い
な
る
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
前
段
ま
で
の

記
述
を
読
ん
だ
方
に
は
明
白
な
事
実
で
あ

ろ
う
。通

常
、
「
聖
刻
石
」
と
は
カ
ッ
ト
さ
れ
た

状
態
の
も
の
を
指
す
(
聖
刻
石
の
原
石
は

一
見
、
な
ん
の
価
値
も
な
さ
そ
う
乳
白
色

の
石
で
あ
り
、
専
門
の
鑑
定
師
ま
た
は
練

法
師
が
調
べ
な
い
と
判
別
は
不
可
能
だ
)
。

原
石
の
ま
ま
で
も
使
用
は
可
能
な
の
だ
が
、

カ
ッ
ト
し
な
い
と
力
が
引
き
出
し
に
く
い

こ
と
と
、
門
に
属
す
る
術
を
発
動
さ
せ
る

た
め
に
は
門
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
カ
ッ
ト

を
施
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

練
法
を
発
動
さ
せ
る
の
に
用
い
る
重
要

な
触
媒
に
「
仮
面
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
カ
ッ
ト
済
み
の
聖
刻
石
を
素
焼
き

の
面
の
よ
う
な
も
の
に
=
疋
の
配
列
で
埋

め
込
ん
だ
も
の
で
、
各
門
に
お
け
る
よ
り

高
位
の
術
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
触
媒
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
仮
面

を
入
手
す
る
こ
と
は
練
法
師
と
し
て
の
自

分
の
地
位
を
確
定
す
る
印
(
象
徴
)
に
な
る

の
だ
。仮

面
(
聖
刻
石
)
は
、
封
ぜ
ら
れ
た
力
を

使
い
尽
く
し
て
し
ま
う
と
崩
れ
て
し
ま
う
。

が
、
け
っ
し
て
力
が
枯
渇
し
な
い

H

真
の
仮

面
H

も
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

圃幽
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練

法

師
隈想する八門派

聖刻練法師は門に上下があり、上

座の第一位カ、ら時計回りに楊 ・金 ・

火・ 木 ・月 ・嵐 ・水・ 土と座らなけ

ればならなし1。だが一部の高位練法

師たちの闘ではこれを廃しようとい

う動きがあり、この順は形式と化し

つつあるようだ。

「練
法
師
と
は
練
法
を
使
う
者
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
練
法
師
の

一
般
的
な
定
義
で

あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
正
論
で
あ
る
が
、
開

け
っ
し
て
全
容
を
伝
え
て
い
る
・わ
け
で
は
曙

な
い
。
練
法
の
行
使
は
日
常
的
な
作
業
の
官

一
つ
で
し
か
な
く
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
町

戦
務
を
練
法
師
は
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

-

練
法
師
の
第

一
の
戦
務
は
、
「
練
法
」
を
園

守
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
練
法
を
守
ら
な
-

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
「

だ
が
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
存
在
を
隠
し
、
.

ま
た
正
し
い
資
質
を
持
っ
た
後
継
者
を
常

に
育
て
続
け
て
い
る
。

練
法
師
の
第
二
の
職
務
は
、

「練
法
L

の

研
究
で
あ
る
。
遺
跡
や
文
献
を
調
査
し
て

の
古
代
練
法
の
発
見
、
他
の
術
法
の
研
究

な
と
新
し
い
可
能
性
を
常
に
探
り
続
け
る

わ
け
だ
。

結
論
と
し
て
「練
法
師
L

と
は
、
練
法
を

通
し
て
こ
の
世
界
の
謎
に
迫
ろ
う
と
す
る

真
撃
な
研
究
者
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
で
は
実
際
の
練
法
師
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

「聖
刻
練
法
師
」
を
例
に
挙
げ
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

聖
刻
練
法
師
と
は
、
東
方
聖
刻
教
会
の

下
位
組
織
で
あ
る
「練
法
師
団
」
に
属
す
る

練
法
師
の
こ
と
で
あ
る
。
(
練
法
師
団
と
は

ア
ハ
|
ン
に
お
け
る
最
大
規
模
の
練
法
師

匠
合
で
あ
り
、
練
法
師
の
育
成
や
仮
面
の

製
造
は
お
ろ
か
操
兵
の
製
造
ま
で
も
行
な

聖刻石と仮面

仮面(右)の様式に共通項はない。

だが聖刻教会!こは原型にあたる仮面

か存在するらしく、 各門の仮面は似

たような作り色なっている。

左図は、結晶化する前の原石の聖

刻石と、結晶化した後の聖刻石を示

した図である。

都

汐

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
組
織
で
あ
る
。
)

こ
こ
に
所
属
す
る
練
法
師
に
は
厳
密
な

「階
梯
」
が
与
え
ら
れ
、
低
位
と
高
位
が
は

っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
(
似
ぺ
|
ジ
「練

法
師
団
」
参
照
)
。
ま
た
与
え
ら
れ
た
仮
面

に
よ
り
、
八
の
門
派
|

|
陽
・
月
・
火
・

水
・
木
・
土
・
金
・
風
|

|
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の

H

八
の
門
。
は
教
会
に
残
る

《
八
聖
者
》
の
伝
承
か
ら
と
ら
れ
た
も
の

で
、
行
使
す
る
術
の
傾
向
な
ど
か
ら
「二
天

六
大
」
の
元
素
を
象
徴
と
し
た
門
に
練
法
.
仰

を
類
別
し
た
も
の
で
あ
る
(
他
の
練
法
師

匠
合
で
も
こ
の
ρ

入
門
。
ま
た
は
そ
れ
に
酷

似
し
た
類
別
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
考

え
方
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
が
理
解
で

き
よ
う
と
い
う
も
の
だ
)
。

低
位
の
聖
刻
練
法
師
は、

主
に
教
会
に

与
え
ら
れ
た
使
命
(
教
務
)
を
果
た
す
こ
と

を
行
動
理
念
と
し
て
い
る
。
使
命
の
拒
否

お
よ
び
放
棄
は
で
き
な
い
。
す
れ
ば
。死

。

が
待
っ
て
い
る
し
、
修
行
時
代
に
精
神
に

刷
り
込
ま
れ
た
絶
対
的
な
忠
誠
心
(
後
述
)

が
そ
れ
を
許
さ
な
い
の
だ
。
命
令
を
遂
行

す
る
時
は
通
常
八
人
(
門
)
が
共
に
行
動
し
、

互
い
に
協
力
・
民
視
す
る
習
わ
し
で
あ
る
。

高
位
の
練
法
師
は
練
法
師
団
を
雌
れ
、

独
自
の
修
養
地
で
技
の
鍛
練
に
は
げ
む
。

十
五
階
梯
に
近
づ
く
こ
ろ
か
ら
修
行
時
に

受
け
た
洗
脳
が
薄
れ
我
欲
が
芽
生
え
始
め

る
こ
と
と
、

「教
会
の
使
命
は
下
賎
な
輩
の

仕
事
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
そ
う
さ
せ
て

い
る
ら
し
い
。
門
主
の
召
還
命
令
が
出
た

と
き
と
不
定
期
に
行
な
わ
れ
る
昇
格
の
儀

式
(
後
述
)
に
参
加
す
る
と
き
以
外
、

が
教
会
に
一戻
る
こ
と
は
な
い。

仮面原石

彼
ら
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行

そ
れ
で
は
聖
刻
練
法
師
が
い
か
に
し
て

生
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
修
行
過
程
を
見
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

修
行
を
始
め
る
年
齢
は
十
六
歳
が
基
本

と
さ
れ
て
い
る
(
だ
が

こ
れ
は
あ
く
ま
で

基
本
で
あ
り
、
幼
い
頃
か
ら
資
質
を
認
め

ら
れ
る
者
も
あ
れ
ば
か
な
り
の
年
齢
を
経

て
か
ら
選
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
)
。
そ
れ
ら

練
法
師
の
候
補
は
東
方
各
地
か
ら
集
め
ら

れ
る
。
高
位
練
法
師
の
子
弟
か
ら
選
別
さ

れ
る
場
合
も
多
い
が
、
大
部
分
は
信
者
た

ち
の
子
供
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
の
子
供
を
集
め
る
際
、

神
に

一選
ば
れ
た
の
だ
と
偽
っ
て
連
れ
て
き
た
り
、

あ
る
い
は
単
に
極
秘
義
に
誘
拐
し
た
り
す

る
(
こ
の
場
合
は
親
類
縁
者
や
近
隣
の
者
に

至
る
ま
で
の
記
憶
を
操
作
す
る
)
。練
法
師

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
け
っ

し
て
教
、
え
な

い
。
後
に
述
べ
る
が
、

練
法
師
は
素
性
が

知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
候
補
(修
練
者
)

た
ち
は
、
修
行
の
準
備
段
階
と
し
て
肉
体

お
よ
び
精
神
の
，俗
世
の
汚
れ
。を
落
と
す

修
練
を
始
め
る
。
特
別
調
合
し
た
薬
草
を

摂
取
し
な
が
ら
の
長
期
の
絶
食
と
そ
れ
に

加
え
て
限
界
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
の
，血
抜
き
'

を
行
な
い
、
一
方
で
は
徹
底
的
な
洗
脳
を

受
け
る
。
人
間
的
な
感
情
を
捨
て
去
り
、

埋
性
的
な
思
考
法
と
組
織
へ

の
絶
対
的
な

忠
誠
心
の
み
が
残
る
よ
う
に
さ
れ
る
の
だ
。

こ
こ
ま
で
で
約
半
数
の
者
が
命
を
落
と
す
。

圃

炉の前で犠式を行なう暗法師

「炉」とは、様々な触媒を合成し、

より高度な練法を発動させるため

の儀式に用いる器の 1つである。

似たような働きのものに「練法障」

があるが、多種の触媒を用いる複

雑で時間のかかる術を発動させる

にはこちらの方が適しているとい

われている。

炉を用いるには、門の力を誘発

させる触媒に満ちあふれ、かつ余

計な力(他の門の触媒)が希薄な場

所を選んで設置せねばならない。

その結果、術者の修行地内の特殊

な結界を設けた場所に炉が置かれ

る場合が多い。

しかる後、術に必要な触媒を集

め、あたかも火をつけるかのよう

に炉を活性化させ、発動の準備に

入る。術によっては何人もの術者

による長時間の諒唱が必要である。

練法師の階梯

よほどの例外でもない場合、練法師は早く

階梯を界指させたほうがよいとされている。

なぜか?

まず、高位術者の特典が考えられる。第八

階悌になると与えられる正式な仮面には実質

的に十五階悌までの練法を行使できるだけの

力があり、それまでの低位の仮面とは比較に

ならないほどの実力を発揮することができる

(もっともJ教えてもらわなければ行使すら

できないか)。また階梯が上がると「呪操兵j(こ

搭乗できる機会がぐんと渚える。「呪操兵」は

仮面以上の力を発動できる器であり、低位の

頃は師団より貸し出されるだけだが、高位に

なると専用の機体を与えられるようになる。

だが練法師が階様を昇格させたがる絶対的

な漂白は、高位の者ほど延命できる点にある。

下位の術にもu外見状の若さ"を得る術や若い

活力者E呼び起こす術などが存在するか、寿命

を伸ばす術はない。また実は仮面には生命力

の消耗を抑える働きがあり、これは高位のも

のほど効力か高いのである。

@ 

そ
し
て
練
法
師
に
絶
対
必
要
な
8

意
志
。

の
鍛
練
を
行
な
う
。
聖
刻
石
の
カ
を
利
用

す
る
と
は
い
え
、

二
天
六
大
か
ら
「力
」
を

導
き
出
し
制
御
す
る
の
は
最
終
的
に
術
者

の
意
志
で
あ
る
。
ま
た
一
歩
間
違
え
れ
ば
、

塗
刻
石
は
そ
れ
自
体
が
術
者
を
破
滅
に
導

く
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

術
者
は
己
が
意
志
を
鍛
え
、
塗
刻
を
支
配

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
段
階

で
は
各
人
に
導
師
が
つ
き
、
基
礎
的
な
限

恕
法
や
思
考
を
経
て
、
肉
体
の
痛
み
を
意

識
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
目
標
に
な
志
の

鍛
錬
を
行
な
う
。
残
っ
た
者
の
う
ち
、
こ

こ
で
約
四
割
の
者
が
死
や
発
狂
に
至
る
。

以
上
の
修
行
に
合
格
し
た
者
が
、
よ
う

や
く
術
法
の
修
得
を
行
な
え
る
。
練
法
の

基
礎
知
識
を
伝
授
さ
れ
た
後
に
聖
刻
石
を

波
さ
れ
、
基
本
(
門
外
)
の
術
の
発
動
方
法

を
覚
え
込
む
。
こ
う
し
て
会
得
し
た
術
の

段
階
に
よ
っ
て
階
梯
が
与
え
ら
れ
、
第
四

階
梯
の
実
力
あ
り
と
判
断
さ
れ
れ
ば
晴
れ

て
練
法
師
の
仲
間
入
り
が
で
き
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
半
数
が
死
亡
す
る
。

最
後
の
試
練
(
こ
こ
で
さ
ら
に
半
数
が

死
に
、

脱
市
治
者
を
含
め
る
と
最
終
的
に
は

全
体
の
五
分
弱
し
か
残
ら
な
い
〉
を
釆
り

越
え
れ
ば
、
そ
の
者
に
は
低
位
の
仮
面
と

所
属
門
を
表
わ
す

ロ
l
ブ
そ
し
て
練
法
師

と
し
て
の
名
前
(仮
名
)
が
与
え
ら
れ
る
。

練
法
師
と
な
る
た
め
に
は
、
こ
こ
ま
で
の

過
程
(
修
行
期
)
を
三
年
以
内
に
達
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
見
込

み
な
し
と
し
て
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

一
人
前
の
練
法
師
と
し
て
正
式
な
仮
面

を
拝
領
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
修
行
を

積
み
第
八
階
梯
に
昇
格
す
る
必
要
が
あ
る
。
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名
と
仮
名

修
行
期
間
を
終
え
て
第
四
階
梯
に
昇
格

す
る
と
、
修
練
者
は

《老
》
よ
り
「仮
名
」

を
与
え
ら
れ
て
低
位
の
練
法
仰
と
な
る
。

こ
の
儀
式
を
「拝
名
式
L

と
い
う
。

と
こ
ろ
で
な
ぜ
練
法
師
は
本
名
(
真
名
)

を
使
わ
ず
仮
名
を
名
釆
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

実
は
練
法
で
は
、
名
前
を
触
媒
と
し
て

相
手
を
呪
殺
す
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
真
の
名
を

知
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
命
を
失
う

こ
と
に
等
し
い
の
だ
。
そ
の
た
め
修
行
期

間
中
か
ら
本
名
を
使
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、

真
名
を
探
ら
れ
る
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う

な
情
報
(
出
身
地

・
肉
親

・
知
人
な
ど
)
は

す
べ
て
秘
密
あ
る
い
は
消
去
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
(
余
談
だ
が
、

呪
殺
は
相
手
の
肉

体
の
一
部
を
用
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
練
法
師
は
肌
を
な
る
べ
く
露
出

さ
せ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
。
)

と
こ
ろ
で
修
練
者
の
中
に
は
、
門
内
の

血
統
操
作
に
よ

っ
て
生
ま
れ
て
き
た
者
も

少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
の
両

親
は
上
層
部
の
選
択
に
よ
っ
て
仮
の
婚
姻

を
結
ん
だ
問
じ
門
の
練
法
師
同
士
で
あ
る

わ
け
だ
が
、
仮
名
は
と
も
か
く
兵
名
は
ど

の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?

生
後
三
年
目
に
両
親
は
別
々
に
子
供
と

会
い
、
父
親
が
姓
、
母
親
が
名
を
与
え
る

習
わ
し
に
な

っ
て
い
る
(
両
方
を
知
る
の

は
当
の
子
供
だ
け
)
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
中
間
名
に
幼
名
を
つ
け
る
場
合
が
あ
る

ら
し
い
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
だ
。

、
金ー

習室いT5合4

下図は、八門がどのように対応して

いるかを表わしたものである。なお、

表門 ・裏門の別は聖刻練法師たちの間

で用いられている分類であり、実際の

練法にはまったく影響を与えない。

向カ、い合った門派は「対門」と呼ばれ、

等しい力をぶつけると消滅してしまう

術派を表わしている。各門の方角は陽

門を東として八方位に対応しており、

練法障や座伎などに採用されている。

八門対応圏

ぢl冷たい巨人壁大いなる神主盟主日目

聖刻語の基本パターン

基本的な嬰刻語の文は、[述語部(動詞や形容詞など)+主語部(名詞など)+助詞)

で表記される。ことに「助詞」が重要で、これか付属しない文は単に形容句のつい

た名詞と化してしまう。また文を音読する場合、助詞は決して発音されないため、

耳で問いただけでは区別できす注意か必要である。 古代の~刻語は助詞に特殊な

役割(述語昔日や主語部署E兼ねる、など)があるため、解説がさらに困難だ。

土

71く

風

ハ
円

線

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
重
刻
練
法
師
は

そ
の
発
動
さ
せ
る
術
の
傾
向
に
よ
っ
て
八

つ
の
門
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

無
作
為
に
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

八
人
(
門
)
の
導
師
に
よ
っ
て
修
行
期
間
中

に
資
質
を
じ
っ
く
り
と
吟
味
さ
れ
、
そ
の

後
「拝
名
式
」
に
お
い
て
所
属
門
派
が
決
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

H

八
門
u
に
は
さ
ら
に
「表
門
」
と
「裏
門」

と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
根
源
的

に
光
が
カ
の
源
と
さ
れ
る
四
門
(
陽
・
金
・

火
・
木
)
が
表
門
で
あ
り
、
根
源
的
に
閣

を
カ
の
源
と
す
る
四
門
(
月

・
風

・
水

・

土
)
が
裏
門
で
あ
る
。
聖
刻
練
法
師
の
聞

で
は
各
門
に
上
下
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
様
滅
的
な
カ
を
象
徴
と
す
る

門
(
す
な
わ
ち
陽
と
月
)
が
表
哀
そ
れ
ぞ
れ

の
長
(
第
一
位
)
を
務
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

陽
の
門
と
月
の
門
の
者
は
練
法
師
と
し
て

の
修
行
の
他
に
、
指
導
者
と
し
て
の
教
育

も
徹
底
さ
れ
る
。
だ
が
、
階
梯
が
上
が
る

た
び
に
準
備
段
階
時
に
受
け
た
洗
脳
効
果

が
薄
れ
て
く
る
た
め
、
高
位
練
法
師
ほ
ど

こ
の
門
の
上
下
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
(
だ
か
ら
、
無
理
を
承
知
で
門
に

上
下
を
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
)
。

こ
う
し
て
身
も
心
も
練
法
師
と
な
っ
た

者
は
、
練
法
を
守
り
育
て
る
立
派
な
求
道

者
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
聖
刻
練

法
師
の
例
を
挙
げ
た
が
、

他
の
練
法
師
の

立
場

・
修
行
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

@ 
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術

法

4
・2

概

怠

い
ま
か
ら
お
よ
そ
百
五
十
年
前
、
中
原

に
生
ま
れ
た
ラ
マ
ス
教
。
彼
ら
の
世
界
観

閣

と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
存
在
し
て
い
る
こ
の

世
界
は
、
重
な
り
合
う
二
つ
の
「界
」
に
よ

っ
て
律
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
，
物
体
。

ゲ
テ
イ
B

グ

が
存
在
す
る
《
具
象
界
》
。
も
う

一
つ
は
、

メ

ノ

グ

ぷ
誠
一
体
。
が
存
在
す
る
《
精
霊
界
》
で
あ
る
。

具
象
界
(
平
た
く
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の

「肉
体
」
が
存
在
す
る
世
界
)
に
存
在
す
る
す

べ
て
の
。
物
体
。
は
同
時
に
。
霊
体
。
を
有
し

て
お
り
、
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

た
と
え
ば
カ
の
強
い
か
霊
体
。
を
持
つ
人
聞

は
他
人
へ
の
強
い
影
響
力
を
持
つ
し
、
そ

ル
ワ
ン

れ
が
H

魂
ー
を
持
た
な
い
物
質
な
ら
「お
守

り
」
や
御
神
体
と
な
る
だ
ろ
う
。

人
間
の
体
内
に
は
あ
る
種
の
霊
的
回
路

ナ
1
4ア
イ

が
存
在
し
、
寸気
脈
(
あ
る
い
は
経
路
)
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
を
通
し
て
霊
体
(
精
霊
界
)

の
「力
」
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

プ
ラ
1
ナ

の
現
象
を
総
じ
て
《気
》
と
い
い
、

《気
》
を

導
く
こ
と
を
《導
引
》
と
い
う
。

導
引
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
霊
体
の
「カ
L

は
、
体
内
の
気
脈
を
循
環
さ
せ
る
こ
と
で

よ
り
高
次
的
な
「
力
L

に
昇
華
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

《練
気
》
と
い
う
。

[聞

図は、人間の体内で循環

する《気〉の流れを簡単に示

したものて、ある。「型」と呼

ばれる一連の動作と特殊な

呼吸法により、ます下腹部

に《気〉を集める。それを股

間から背中・頭I頁・喉・胸

を通して再び下腹部にもど

し、{気〉を昇華させて純粋

な「力」にする。これか{練気〉

と呼ばれるで遠の行である。

気闘法の場合、これを手・

足(ときとして全身)に移し

て攻撃および防御などに応

用する。

練気概念図

丹田

〈気〉初給

肉体と震体

人間の身体は《具象界〉と〈精霊界〉の両方に存在している。

具象界に存在するものが「肉体」、精霊界に存在するもの

が「霊体」てある。

生物を生物たらしめているのは「魂」なるものの存在で、

乙れがなければ人聞はただのu物体"となってしまう。ラマ

ス教の説くところによると、「魂」とは霊体のさらに高次な

存在であるらしし1。この塊か肉体と重体を結びつけること

によって、「生命」なるものが生まれるわけだ。

肉体および精神(意思)の鍛練によって、人間は霊体すな

わち精霊界のカを具象界ヘ導くことが可能となる。

練
気
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
高
次
の
「カ
」
は、

己
が
精
神
を
高
め
る
目
的
に
使
、
7
-
」
と
も

で
き
る
し
、
他
の
生
物
の
乱
れ
た
《気
》
(い

わ
ゆ
る
病
気
)
を
正
す
目
的
に
使
う
こ
と
も

で
き
る
。
こ
れ
を
《気
功
》
と
呼
ぶ
。

最
終
的
に
ラ
マ
ス
教
の
高
僧
は
、
こ
の

《練
気
》
を
も
っ
て
己
の
精
神
を
高
次
の
も

の
と
し
、
宇
宙
全
体
の
認
知
お
よ
び
《聖
な

る
も
の
》
へ
の
合
一
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

ら
し
い
。
そ
れ
が
な
ん
な
の
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
な
に
が
待
ら
れ
る
の
か
を
図
り
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ラ
マ
ス
の
僧
が

と
き
お
り
見
せ
る

H

奇
跡
8

の
原
理
に
つ
い

て
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

気

周

法

練
気
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
純
粋
な
「力」

を
生
か
す
道
は
、
な
に
も
気
功
ば
か
り
で

は
な
い
。
あ
ま
り
感
心
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
が
、
そ
れ
を
格
闘
に
用
い
る
こ
と
も

で
き
る
の
だ
。
拳
や
武
務
に
宿
し
打
帥事力

増
加
、
肉
体
へ
応
用
し
て
耐
久
力
お
よ
び

体
術
の
向
上
、

離
れ
た
者
へ
攻
撃
を
加
え

る
衝
撃
波
、
な
ど
様
々
な
技
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
鍛
練
の
末
修
得
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
操
兵
に
搭
釆
す
る
者
も
似
た
よ
う
な

技
を
修
得
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

@ 
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術附

法

さまざ.まな術師
ア八一ン(ことに中原)には様々な

術師が存在する。以下に、その一例

を挙げてみよう。

さまざまな呪符
以下は、「呪符魔法」に用いられる

様々な呪符の一例を示したものであ

る。

練法避けの札:この

キしを身体の一部につ

けておくと、低位の

練法なら防ぐことが

できるようになる。

ただし短時間しか効

力はなく、 何回も術

を受けると崩れる。

4
・3

占

術

結界の呪符:この紙の紐で

作った輸の中に小物を隠す

と発見されないですむ。

与日兄の符 :この札に

対象の人間の身体の

一部を埋め込み呪句

の詠唱とともに火に

くべると、その人間

は心身に変調を起こ

して2苦しみ出す。が、

死には至らなし¥0

フ

a 
符

魔

法
U ム

前
述
ま
で
の
他
に
も
、
ア
ハ
|
ン
に
は

様
々
な
術
法
が
存
在
す
る
。
そ
の
・
中
で
、

中
原
に
お
い
て
比
較
的
あ
り
ふ
れ
た
存
在

で
あ
る
の
が
寸占
術
」
で
あ
る
。

占
術
は
、
文
字
ど
お
り
人
間
の
運
気
や

未
来
を
占
う
術
法
で
あ
る
o

聖
刻
石
こ
そ

使
わ
な
い
が
、
術
の
傾
向
か
ら
見
る
と
月

の
門
の
練
法
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

札
や
水
品
玉
な
ど
の
用
具
を
使
、
つ
が
、

そ
れ
は
精
神
集
中
の
た
め
に
必
要
な
だ
け

で
あ
り
術
に
は
関
係
な
い
こ
と
が
多
い
。

霊
園
一
価
/
そ
の
他
の
術
港

寸錬
金
術
」
と
は
あ
る
物
質
を
別
の
物
質

に
変
換
す
る
術
で
あ
り
、
金
ま
た
は
木
の

門
の
練
法
の
変
形
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ

る
。
金
属
や
植
物
を
加
工
・
変
化
さ
せ
る

術
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
即
興
で
術
を
行
使

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
他
に
も
、
生
物
に
幻
覚
を
見
せ
る

「
幻
術
師
」、

《気
》
ま
た
は
聖
刻
の
力
が
こ

も
っ
た
ρ

器
u
を
用
い
て
術
を
行
使
す
る
「粧

練
師
」
、
負
の
生
物
を
自
由
に
召
還
す
る
「死

霊
使
い
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
八
|
ン
大
陸
に
伝
わ
る
摩
詞
不
思
議

な
術
法
の
一
つ
に
、
「
呪
符
魔
法
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
お
も
に
東
方
か
ら

中
原
東
部
ま
で
の
地
方
に
よ
く
見
ら
れ
る

も
の
で
、
練
法
や
気
功
術
の
よ
う
な
特
別

な
準
備
作
業
(
結
印
な
ど
)
が
不
要
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
も
っ
と
も
手
軽
か
っ

不
可
思
議
な
術
で
あ
る
。

用
い
ら
れ
る
呪
符
は
た
い
て
い
複
雑
な

紋
様
の
書
き
込
ま
れ
た
紙
ま
た
は
羊
皮
紙

で
、
使
用
法
も
効
果
を
期
待
す
る
場
所
に

つ
け
る
だ
け
と
い
う
簡
単
な
も
の
で
あ
る

(
中
に
は
、
複
雑
な
材
料
を
用
い
た
り
、
印

を
結
ん
だ
り
焼
い
た
り
な
ど
の
特
殊
な
使

用
法
を
す
る
も
の
も
あ
る
が
)
。
た
だ
こ
れ

だ
け
で
意
外
に
強
い
効
果
を
生
む
の
だ
か

ら
、
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
未
知
の
術
法

と
い
え
ど
も
馬
鹿
に
で
き
な
い
。

し
か
し
使
用
が
簡
易
な
分
、
製
作
に
は

細
心
の
注
意
が
必
要
と
な
る
。
呪
符
の
製

作
法
や
得
ら
れ
る
効
果
は
伝
承
者
に
よ
っ

て
異
な
り
、
一
説
に
よ
る
と
同
じ
も
の
は

一
つ
も
な
い
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
呪
符
で
有
名
な
も
の
に
、
聖

騎
土
た
ち
の
間
に
伝
わ
る
「
破
邪
の
符
」
や

「
練
法
封
じ
の
符
」
お
よ
び
「
小
結
界
の
符
」

な
ど
が
あ
る
。



操

兵

5

・4
・

あ
る
と
き
は
友
。
あ
る
と
き
は
戦
異
。
人
を
乗
せ
、

人
と
と
も
に
生
き
て
き
た
、
璃
な
き
《鋼
の
巨
人
》。

末
路
が
戦
場
の
土
と
な
ろ
う
と
も
、
機
械
仕
掛
け
の

体
に
鵠
き
血
は
流
れ
、
虚
ろ
な
面
に
生
気
が
こ
も
る
。

操
兵
ー
ー
そ
の
存
在
意
義
は
奈
辺
に
あ
り
や
。

門

概

説

U

操
丘
ハ
と
は
、
身
長
二
リ
l
ト
(
約
八
メ

ー
ト
ル
)
に
も
達
す
る
機
械
仕
掛
け
の
巨

人
で
あ
る
。
胸
の
中
に
あ
る
操
手
樽
に
人

が
乗
り
込
み
、
そ
の
怠
の
ま
ま
に
動
か
す

こ
と
が
で
き
る
。
古
来
よ
り
、
ア
ハ

l
ン

大
陸
に
お
い
て
世
の
東
西
を
問
わ
ず
強
大

な
武
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

カ
は
人
間
の
数
十
倍
も
あ
り
、
戦
闘
力
は

騎
丘
ハ
数
十
騎
に
匹
敵
す
る
。
操
丘
ハ
の
あ
る

な
し
が
戦
の
勝
敗
を
左
右
す
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
く
、
東
西
の
有
数
な
国
々

は
競
っ
て
操
兵
を
購
い
求
め
る
。

機
体
は
、
人
間
の
体
を
そ
の
ま
ま
写
し

と
っ
た
か
の
よ
う
に
、
頭
と
四
肢
を
備
え

て
い
る
。
機
械
仕
鈴
け
と
は
い
え
、
欽
の

鎧
の
下
に
は
筋
肉
が
走
り
熱
い
血
潮
が
流

れ
て
い
る
。
こ
の
操
兵
の
機
能
を
制
御
す

る
の
が
、
顔
に
は
め
ら
れ
た
仮
面
で
あ
る
。

仮
面
の
義
に
は
聖
刻
石
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
。
仮
面
が
な
け
れ
ば
、
操
兵
は
指
一

本
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
の
鉄
の

塊
に
す
ぎ
な
い
。

岬必級協Ij//'μ
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ー

基
本
的
に
操
兵
は
人
間
体
形
だ
が
、
用

途
と
仕
様
に
よ
り
「
狩
猟
機
」
寸
従
兵
機
」

「
呪
操
兵
L

の
三
種
類
の
機
体
に
区
分
け

さ
れ
て
発
展
し
て
き
て
い
る
。
「
狩
猟
機
」

は
操
兵
の
代
表
的
な
機
体
で
あ
る
。
一

般

に
知
ら
れ
て
い
る
操
兵
は
こ
の
形
で
あ
る
。

「
従
兵
機
L

は
「
狩
猟
機
」
の
簡
易
版
と

い
え
る
種
類
で
あ
る
。
機
影
は
ず
ん
ぐ
り

と
し
て
頭
が
胸
に
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

「呪
操
兵
L

は
、
東
方
独
自
の
機
体
で
、

練
法
師
の
専
用
機
で
あ
る
。

一
体

一
体
が

特
異
な
形
を
な
し
た
異
形
の
も
の
だ
。

今
、
操
兵
を
作
る
技
を
持
っ
て
い
る
の

は
、
東
方
の
聖
刻
教
会
と
西
方
の
工
呪
会

だ
け
で
あ
る
。
操
兵
に
対
す
る
考
え
方
が

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
作
っ

た
操
兵
の
形
は
目
に
見
え
た
遠
い
が
あ
る
。

国
家
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
で
あ
ろ
う
が
、

ど
ち
ら
か
の
組
織
を
通
さ
な
け
れ
ば
操
兵

を
手
に
入
れ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
ま

た
、
ど
ち
ら
の
組
織
と
も
属
す
る
鍛
冶
匠

合
だ
け
に
操
兵
の
強
備
と
修
理
を
許
し
て

い
る
。

与.圃・・・L
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史
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一治
り
部
が
一指
う
神
代
の
物
語
は
、
勇
壮

に
て
偉
大
な
巨
人
た
ち
の
姿
を
今
日
に
伝

、え
て
い
，
。
。

い
わ
く
、
『巨
神
は
、
千
リ
l
の
道
を

一

瞬
に
て
渡
り
、
鋼
の
腕
の

一
振
り
で
山
を

砕
き
、
大
海
を
干
上
が
ら
せ
た
』
ま
さ
に

神
の
ご
と
き
カ
と
い
え
よ
う
。

巨
神
|
|
|す
な
わ
ち
か
つ
て
の
操
兵
は
、

今
の
世
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
神

通
力
を
備
え
て
い
た
と
多
く
の
神
話
、
伝

示
が
語
っ

て
い
る
。
事
実
、
太
古
の
遺
跡

よ
り
出
土
す
る
操
兵
は
、
ま
る
で
理
解
で

き
な
い
ほ
ど
複
雑
な
機
械
構
造
と
呪
術
的

処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
今
の

操
兵
は
退
化
し
た
存
在
で
あ
る
。

か
つ
て
栄
撃
を
極
め
た

「先
史
文
明」

V東方操兵
東方袋の代表的な操兵、狩猟機イオ二・ガザイン。鎧は、

細かい鉄板を張。合わせたもので-ある。

機影は、ごつくかっしりしている。

片刃の大刀を手狭み、相手を両断する剣をふるう。

敵の刃は分厚い鎧で防ぎ、基本的に盾は持たない。

.西方操兵
西方製の代表的な操兵、狩猟機アピ・ラキー夕、。

装甲は、鉄を薄くたたきのばしたもの。

機影は、すっきりとして軽快な印象がある。両刃の剣と盾

を持ち、軽快な動きを活かした戦いをする。

は
数
千
年
前
に
滅
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

今
の
暦
に
移
り
変
わ

っ
て
も
、
遺
産
を
守

り
受
け
継
い
で
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
歴

史
で
は

寸旧
文
明
時
代
L

と
区
分
さ
れ
て

い
る
。
操
丘ハは
先
史
文
明
が
作
り
出
し
た

t
e
t
a叩
』

し
V

逃
産
で
あ
る
。
そ
の
残
浮
と
い
う
べ
き
旧

文
明
で
も
操
兵
は
作
り
続
け
ら
れ
、

神
代

の
操
兵
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
そ
れ

に
近
い
カ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

い

わ
れ
る
。
し
か
し
文
明
の
退
歩
は
止
ま
ら

ず
、
千
五
百
年
前
に
大
陸
か
ら
完
全
に
消

え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
、
東
方
聖
刻
教
会
と
西
方
工
呪

会
が
活
動
を
開
始
す
る
。
彼
ら
の
真
の
目

的
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
先
史
文

明
の
最
盛
期
に
匹
敵
す
る
数
の
操
丘
ハ
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
現
実
が
な
に
か
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

@ 
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門
機
種
分
類
と
定
義
一
]

・

狩

猟

機

フ

ェ

ノ

サ

リ

ュ

西
方
で
「
剣
を
持
つ
者
」
東
方
で
「
地

l
F
・

4
ム

・
ダ
l

，
ド

を
駆
け
し
巨
人
」
と
呼
ば
れ
る
高
級
機
。

一
般
に
操
兵
と
い
え
ば
、
こ
の
機
種
を
指

す
。
十
日
の
操
兵
の
形
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
、

姿
は
鎧
を
ま
と
っ
た
戦
士
の
も
の
で
あ
る
。

操
兵
の
中
で
騎
士
、
剣
士
と
い
え
る
種
類

で
、
戦
の
場
に
お
い
て
は

一
騎
駆
け
の
武

者
と
し
て
先
陣
を
き

っ
て
戦
う
。
数
を
頼

み
に
戦
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
名
は

〈
ぴ
し
ろ

戦
場
で
倒
し
た
相
手
の
操
兵
の
首
級
(
仮

面
)
を
狩
る
風
習
か
ら
つ
け
ら
れ
た
と
い

わ
れ
る
。
あ
る
い
は
大
昔
に
抜
厄
し
た
泌

を
打
ち
滅
ぼ
す
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う

i-に
し
え

説
も
あ
る
が
、
古
の
伝
承
に
過
ぎ
ず
、
ま

た
、
そ
も
そ
も
龍
そ
の
も
の
の
実
在
が
怪

し
く
、
信
磁
性
は
薄
い
。

狩
猟
機
の
仮
而
は
質
が
市
く
、
繰
手
の

意
志
巡
り
に
機
体
を
動
か
し
、
人
と
変
わ

ら
ぬ
動
作
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
反
面
、
操
縦
に
未
熟
な
者
、
初
め
て
そ

の
機
体
に
釆
る
者
に
と
っ
て
は
兵
に
扱
い

に
く
い
機
体
で
あ
る
。
「
狩
猟
機
は
釆
り
手

を
選
ぶ
」
と
い
う
言
葉
さ
え
あ
る
。

基
本
と
な
る
骨
絡
や
筋
肉
筒
な
ど
の
内

部
総
官
は
同
じ
も
の
も
あ
る
が
、
ま
と
う

鎧
、
装
飾
な
ど
は
購
入
し
た
家
ご
と
に
施

す
た
め
同
一
の
外
見
を
も
っ
機
体
は
な
い
。

操
子
機
は
基
本
的
に
密
閉
型
の
も
の
だ
。

狩
猟
機
を
繰
る
操
子
た
ち
は
誇
り
が
高

く
、
騎
士
の
風
習
に
従
い
直
接
剣
を
交
じ

え
る
戦
い
こ
そ
潔
し
と
し
、
装
備
す
る
武

器
は
万
剣
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

IIIIII 

狩猟機
中原ダマスタ国の名門エジン家が所有する狩猟機、アシュ

ア・オルド。東方聖刻教会製であるが、中原での慣習に合わ

せ左手に盾を装備し、片手持ちの中型剣を持つ。

従兵機
教会製の従兵機パイダーフ。東西

からの輸入に頼る中原では操兵力、不

し、従兵機に乗る

騎士が多い。

聞

ます出
頭頂高による対比で、狩猟

機(1.7日リート)、従兵機(1.

32リー卜)、騎馬(日 75リート)

となる。人にとって操兵力、い

かに巨大で畏怖の対象である

かよくわかる。

@ 
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兵

機

パ

イ

カ

l

リ
ュ

凶
方
で
「
検
を
持
つ
者
」
東
方
で
「
鈍

l
ド

・
イ
ム

・
ペ
ナ
ン

き

巨

人

」
と
呼
ば
れ
る
普
及
機
。
狩
猟

機
に
つ
き
従
う
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
機

種
で
あ
る
。
狩
猟
機
に
比
べ
る
と
、
全
体

的
に
粗
雑
な
っ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
仮

面
も
質
が
惑
い
。
操
兵
を
普
及
さ
せ
る
た

め
に
凶
方
工
呪
会
が
考
案
し
た
。
数
臨
刷
が

閉
ま
っ
て
戦
う
集
団
戦
を
回
目
と
す
る
。

狩
猟
機
と
異
な
り
背
が
低
く
仮
而
が
胸

の
位
置
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら

「首
な

し
L

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
様
子
梢

は
乗
り
手
が
半
分
む
き
出
し
状
態
の
附
放

型
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。
後
雑
な
動
作

は
で
き
な
い
が
、
反
而
操
縦
は
単
純
で
未

熟
な
操
手
が
乗
り
込
ん
で
も
あ
る
程
度
動

か
せ
る
。
騎
士
の
も
の
で
は
な
い
の
で
武

務
は
、
実
用
本
怒
の
絵
、
斧
、
打
懲
武
器

の
類
で
あ
る
。

操
丘
ハ
を
簡
易
に
作
ろ
う
な
ど
と
い
う
発

怨
を
持
た
な
い
来
方
側
に
は
、
あ
る
時
期

ま
で
従
兵
機
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

二
百

年
前
の
大
き
な
戦
い
の
際
、
多
数
の
操
丘
ハ

が
必
要
と
さ
れ
、
聖
刻
教
会
で
も
従
兵
機

の
製
造
が
開
始
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
束

方
に
も
多
種
類
の
従
兵
機
が
あ
る
。

近
年
で
は
従
兵
機
独
特
の
高
い
能
力
を

持
っ
た
機
体
も
増
え
、
戦
場
で
の
効
来
的

な
戦
力
に
な
っ
て
い
る
。
誕
生
し
た
と
き

に
は
た
ん
な
る
員
数
あ
わ
せ
の
も
の
だ
っ

た
従
兵
機
で
あ
る
が
、
戦
い
の
流
れ
を
変

え
る
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

ーー戸戸戸ー-
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操

丘

ハ

ワ

1

ダ

1

リ
ュ

凶
方
で
「
言
葉
採
る
者
」
東
方
で

「

ー
ド
・
イ
ム

・
ダ
1

・
サ

む
べ
き
巨
人
L

と
呼
ば
れ
る
機
体
。

操
兵
の
中
で
も
、
最
も
特
異
な
機

種
と
い
え
る
。
東
方
独
自
の
機

体
で
練
法
師
の
専
用
機
で
あ

る
。
人
間
型
の
範
践
に
収
ま

ら
な
い
異
形
な
姿
が
多
い
。

術
者
の
力
を
増
幅
す
る
カ
を

持
ち
、

呪
操
兵
に
采
ら
な

け
れ
ば
駆
使
で
き
な
い
術

も
存
在
す
る
。
使
い
方
に
よ

っ
て
は
狩
猟
機
と
同
等
か
そ
れ
以
上

闘
能
力
を
発
揮
す
る
。

操
子
と
な
る
練
法
師
の
所
属
す
る
門
派
、
一

得
意
と
す
る
術
に
合
わ
せ
て
製
造
、
調
墜

す
る
の
で
、
完
全
な
個
入
用
で
あ
り
ひ
と

つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
。
概
し
て
、

練
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
用
い
て
、
絡
闘

戦
を
想
定
し
て
い
な
い
の
で
、
武
器
は
持

た
ず
、
機
体
自
体
の
強
度
は
低
い
と
さ
れ

て
い
る
。
-
中
に
は
特
殊
な
結
界
と
術
を
施

す
こ
と
に
よ
り
肉
弾
戦
を
得
意
と
す
る
も

の
も
あ
る
。

操手
ダマスタ国の正操手の服装。胸、腹、肩、肘、膝

などに皮の鎧をまとうが、刀から身を守るためでは

なく、操兵の転倒jに備えたものだ (気休めではある

が)。 他に操手槽からの脱出に用いる~、風防眼鏡な

どを装備する。

明健異
聖刻教会製。多手 ・無関型で異形の日兄操兵の典型といえ

る。 3本の腕は結印用で形状そのものが呪術的文様を意昧

する。また機体の表面に聖刻文字による呪文が多く刻まれ

ている。

操
手
の
仮
面
と
機
体
を
同
調
さ
せ
契
約

誇
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
機
体
に
生
命

を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
練
法
師
と
機
体

つ
い

の
大
小
ふ
た
つ
の
仮
面
は
対
の
も
の
と
し

て
作
ら
れ
る
。
ま
た
、
十
六
階
梯
以
上
の

術
者
で
な
け
れ
ば
呪
操
兵
を
動
か
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
呪
操
兵
を
与
、
え
ら
れ
て
い

あ
か
し

る
の
は
、
高
位
練
法
師
の
証
で
あ
る
。

操

子

u

操
手
と
は
操
兵
を
操
縦
す
る
者
を
指
し
、

中
原
で
は
騎
士
と
同
義
に
諮
ら
れ
る
。
こ

の
地
で
は
操
兵
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
騎

士
の
中
で
も
選
ば
れ
た
者
(
あ
る
い
は
名

門
、
富
裕
の
家
に
生
ま
れ
た
者
)
以
外
、

釆
る
資
絡
を
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。

「騎
士
の
釆
り
物
」
と
称
さ
れ
る
狩
猟
機

ば
か
り
で
は
な
く
、
東
方
や
西
方
で
は
絡

の
低
い
従
士
だ
け
が
采
る
従
兵
機
と
は
い

え
ど
特
権
的
な
乗
り
物
で
あ
っ
た
。

担
保
兵
の
操
縦
は
騎
士
団
で
覚
え
る
。
ま

ず
は
従
兵
機
に
始
ま
り
、
狩
猟
機
に
至
る
。

だ
が
、
癖
が
少
な
い
従
兵
機
な
ら
い
ざ
知

ら
ず
、
狩
猟
機
は
機
体
ご
と
に
ま
る
で
感

覚
が
異
な
る
。
結
局
は
己
の
専
用
機
を
得

な
け
れ
ば
、
初
心
者
の
域
を
脱
す
る
こ
と

は
不
可
能
だ
ろ
う
。

n 

@ 



操

正ハ

5
・2

操
長
。
そ
れ
は
人
の
手
に
な
る
巨
人
。
幾
干
の
時

を
流
れ
、
幾
万
の
屍
を
踏
み
越
え
、
そ
の
血
は
大
地

を
あ
ま
ね
く
覆
い
つ
く
す
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
人
の

意
志
に
よ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
す
べ
て
《聖
刻
》
の

意
志
に
よ
る
。
意
志
を
具
現
化
す
る
乗
り
物
な
り
。

rl 
仮

両
U

操
丘
ハ
の
顔
を
媛
、7
文
字
ど
お
り
の
仮
面。

外
見
は
素
焼
き
の
陶
器
と
い
っ
た
感
じ
で
、

人
間
用
の
盾
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
。

そ
の
裏
側
に
は
、
儀
式
に
の
っ
と
っ
て
加

工
さ
れ
た
六
四
個
の
聖
刻
石
が
埋
め
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
仮
面
を
定
め
ら
れ
た
場

所
(
基
本
的
に
顔
)
に
国
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

機
体
は
生
命
を
得
る
。
そ
し
て、

仮
面
は
操
子
の
思
考
を
読
み
取
り
、

機
体

を
動
か
す
。

門

機

体

μ

金
属
製
の
骨
絡
が
全
身
を
支
え
、
そ
れ

を
取
り
巻
く
よ
う
に

「筋
肉
筒
」
と
呼
ば

れ
る
軟
質
の
管
が
全
身
に
走
っ
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
大
型
帥
掛
か
ら
移
植
し
た
と
い

わ
れ
る
筋
肉
組
織
が
封
入
さ
れ
て
お
り
、

操
兵
は
こ
の
筋
肉
筒
を
伸
縮
、
あ
る
い
は

捻
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
を
動
か
す
。

ま
た
、
こ
の
筒
の
中
に
は
赤
い
血
液
と

冷
却
用
の
水
が
流
れ
、
全
身
を
駆
け
巡
っ

て
い
る
。
血
液
に
よ
り
筋
肉
筒
は
稼
働
し
、

回

腕の構造
金属性の骨を筋肉簡が取り巻いている。慢

の内部には費電線が通っている。鏑線は操縦得

につながっている。操縦樟を操作することに

より鋼線がひかれ、各部の関節が動く。

仮面
操兵lま仮面を保護するために面当てをして

いる。面当てと仮面ではまったく遣った表情

が刻まれている。仮面を外した下には操兵の

素顔がある。

心肺器
心肺器は内部器官の中で一番重要な部分で

ある。はずみ車によりふいごを動かし、さら

にふいごカ、循環器を回し、血液と冷却水を全

身に巡らせる。

@ 

冷
却
水
は
筋
肉
筒
の
過
熱
を
防
ぐ
。
血
液

と
冷
却
水
の
循
環
は
、
腹
部
の
「心
腕
滋
」

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
心
肺
器
は

動
物
で
い
う
肺
、
心
臓
、
肝
臓
の
役
割
を

兼
ね
た
器
官
で
、

血
液
の
静
化
お
よ
び
再

活
性
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

外
観
を
覆
う
鎧
は
基
本
的
に
鉄
製
の
も

の
で
あ
る
。
全
身
を
完
全
に
覆
っ
て
し
ま

う
と
動
き
が
鈍
く
な
る
た
め
、
関
節
の
裏

側
や
傷
を
受
け
に
く
い
箇
所
は
制
い
鉄
線

を
裏
打
ち
し
た
革
で
補
強
す
る
に
と
ど
め

て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
紋
様
が
描
か
れ
て
い
る
の

が
、
操
兵
の
外
見
状
の
特
徴
で
あ
る
。
東

方
製
の
機
体
に
特
に
顕
著
な
こ
れ
は
、
伝

統
的
に
施
さ
れ
て
い
る
呪
法
的
な
処
理
で

あ
る
。
鎧
の
強
さ
を
増
す
と
信
じ
ら
れ
、

他
に
も
「
敵
を
滅
ぼ
す」

な
ど
種
々
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
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門

操

槽

U

機
体
胸
部
に
あ
る
操
縦
席
。
操
子
用
の

座
席
の
正
面
に
操
兵
の
目
を
通
し
た
外
の

映
像
が
投
影
さ
れ
る
映
像
盤
が
あ
る
。
視

界
は
狭
い
の
で
、
各
所
に
あ
る
覗
き
窓
で

補
う
。
操
丘
ハ
の
四
肢
を
制
御
す
る
操
縦
梓

と
駆
動
板
、
機
体
の
過
熱
を
防
ぐ
冷
却
水

の
水
温
を
示
す
検
水
管
、
全
身
の
血
液
量

を
表
す
検
血
管
、
聖
刻
石
の
波
動
を
感
知

す
る
感
応
石
な
ど
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

西
方
狩
猟
機
用
盾

手

操手槽
狩猟機lま東方では背中側、 iffl方では胸側か

ら乗り込む。大人ひとりがようやく収まる広

さしかない。

装備

左に並べたのが代表的な操兵用の装備の類

いである。形状や装飾は地方により若干異な

っている

門
機
体
概
説
U

操
丘
ハ
の
構
造
は
稚
拙
な
人
の
模
倣
で
あ

る
。
身
体
に
は
縦
横
無
尽
に
筋
肉
筒
が
走

り
、
赤
い
血
が
流
れ
る
。
心
肺
器
は
腕
や

心
臓
の
代
わ
り
に
呼
吸
と
鼓
動
を
奏
で
る
。

だ
が
、
そ
の
原
理
を
解
明
す
る
も
の
は

お
そ
ら
く
工
呪
会
に
も
教
会
に
も
い
な
い

だ
ろ
う
。
古
の
し
き
た
り
通
り
に
部
品
を

作
り
、
組
み
立
て
れ
ば
操
兵
は
動
く
。
そ

れ
で
充
分
と
信
じ
て
い
る
。

担
保
兵
は
鍛
冶
と
呪
術
が
結
び
つ
い
た
神

秘
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
力
の
源
は
仮
面

に
埋
め
込
ま
れ
た
聖
刻
石
に
あ
り
、
血
肉

は
「
魂
は
形
に
宿
る
」
と
い
う
呪
術
的
な

考
え
を
な
ぞ

っ
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
。

@ 



操

丘ハ

5
・3

操
兵
は
常
に
職
場
に
あ
る
。
戦
場
を
駆
け
、
敵
を

倒
し
、
首
級
を
上
げ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
り
、

そ
れ
と
そ
が
操
長
の
信
条
な
り
。
し
か
る
に
、
戦
争

に
お
け
る
操
兵
ー
ー
ー
狩
猟
機
・
従
長
機
・
呪
操
兵
の

復
割
は
、
戦
士
の
剣
や
鐙
や
馬
に
等
し
き
も
の
。

門
大
陸
ー
に

U

古
来
よ
り
、
ア
ハ
|
ン
大
陸
に
お
け
る

戦
は
操
兵
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
始

め
は
、
狩
猟
機
が
中
心
の
戦
い
だ
っ
た
。

村

勇
者
が
駆
る
狩
猟
機
は
、
一
騎
だ
け
で
も

北

万
の
寧
勢
を
壊
滅
さ
せ
た
と
い
う
記
録
が

し

ン
ら

イ

残

っ

て

い

る

。

い

か

に

強

い

操

兵

を

備

え

誇

ザを

力

る
か
に
各
国
は
血
道
を
上
げ
て
い
た
。

首の
こ

狩
猟
機
の
戦
い
方
は
基
本
的
に
一
騎
打

手

オ

同門
H

r

l

ち
で
あ
る
。
自
ら
の
命
を
剣
と
愛
機
に
か

廿

除

け
て
戦
う
、
こ
れ
こ
そ
操
手
の
本
懐
だ
。
一
級

ル

瑚

一日刊

倒

狩

相
手
を
倒
し
た
さ
い
、
勝
利
の
証
と
し
て
、
一
言

す

採
兵
の
象
徴
た
る
仮
面
を
つ
け
た
首
級
を
一

狩
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
。
操
兵
の
戦
い
一

が
「
カ
対
力
」
か
ら

「数
対
数
」
に
移
り

一

献

変

わ

っ

て

き

た

今

で

も

こ

の

風

習

は

残

っ

一

纏

/

て
い
る
。
い
く
つ
首
級
を
狩
っ
た
か
が
そ
一

願

，

の
操
兵
の
強
さ
の
証
明
と
い
え
る
。
「狩
猟
一

れ

機
」
と

い

わ

れ

る

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

一

前

戦
に
お
い
て
操
兵
を
運
用
す
る
際
に
操
一
調

子
と
同
様
に
大
事
な
存
在
が
い
る
。
そ
れ
一
師
端
。

が
寸
操
兵
鍛
冶
師
L

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
白

調

る

一
日
一
，
専

ま

操
丘
ハ
を
授
備
す
る
技
を
持
つ
も
の
た
ち
だ
。
-
鋸

始

⑪ 

に

お

い

て

る

操

兵

は

常

に
ど
こ
か
を
や
ら
れ
て
帰
っ
て
く
る
。
格

闘
戦
が
中
心
の
採
兵
が
鉱
山
傷
と
い
う
こ
と

は
有
り
得
な
い
。
そ
の
操
丘
ハ
の
傷
を
い
か

に
素
早
く
直
し
、
再
び
戦
い
の
場
に
一戻
す

こ
と
が
で
き
る
か
が
鍛
冶
師
の
腕
の
見
せ

所
な
の
だ
。
腕
の
よ
い
鍛
冶
師
に
か
か
る

と
機
体
が
過
熱
し
き
っ
て
指
一
本
さ
、
ぇ
動

か
な
い
操
兵
が
半
刻
も
か
か
ら
ず
戦
闘
可

能
に
な
る
と
い
う
。
多
分
に
信
滋
性
を
欠

〈
噂
で
は
あ
る
が
、
鍛
冶
師
の
重
要
さ
を

ーーーーーーー一二
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示
す
逸
話
と
い
え
よ
う
。
強
固
化
を
は
か

る
君
主
た
ち
は
、
腕
の
由
民
い
操
手
と
同
様

に
、
腕
の
良
い
鍛
冶
師
を
争
っ
て
求
め
た
。

や
が
て
操
兵
で
の
戦
い
に

一
大
変
革
が

訪
れ
る
。
戦
い
の
場
に
「
従
兵
機
」
が
登

場
し
た
の
で
あ
る
。
狩
猟
機
の
粗
悪
な
複

製
品
と
い
う
外
観
を
持
つ
従
兵
機
は
ま
ず

西
方
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

し
か
し
、
能
力
的
に
は
劣
る
が
は
る
か

に
数
を
揃
え
ら
れ
る
こ
の
機
種
は
、
他
国

よ
り
少
し
で
も
軍
事
増
強
を
は
か
る
君
主

の
注
目
を
浴
び
た
。
ま
た
、
操
子
を
目
指

萄
弓
異

聾
弓
兵
の
両
一
層
に
巨
大
な
脅
か
装
暗
唱
さ

れ
る
。

呪
操
兵

怪
し
げ
な
結
界
の
中
で
呪
操
兵
を

中
心
に
練
法
、
か
練
ら
れ
て
い
く
。

す
者
た
ち
に
と
っ
て
も
登
龍
門
と
い
え
る

存
在
に
な

っ
た
。
こ
の
た
め
、
従
兵
機
が

大
量
に
出
回
り
、
戦
の
様
相
は
変
貌
を
迎

え
る
。
従
兵
機
を
率
い
た
狩
猟
機
の
集
団

戦
に
移
行
し
、
ど
れ
だ
け
多
く
操
兵
の
数

を
揃
え
る
か
が
勝
利
の
条
件
と
な

っ
た
の

だ
。
集
団
戦
は
、
狩
猟
機

一
騎
に
対
し
、

従
兵
騎
三
騎
を
基
本
編
成
と
し
て
行
な
わ

れ
た
。

当
初
は
、
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
従
兵

機
を
作
ら
な
か
っ
た
東
方
で
も
遅
れ
て
従

兵
機
を
作
る
よ
う
に
な
る
。

や
が
て
、
従
兵
機
も
機
体
と
し
て
の
能

力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
端

的
な
例
が
「
得
弓
兵
」
と
い
う
派
生
種
で

あ
る
。
同
一扇
一
に
操
兵
の
同
体
を
も
射
抜
く

い
し
ゆ
み

考
を
備
え
た
こ
の
機
種
は
、
従
兵
機
の
在

り
方
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の

従
兵
機
は
あ
く
ま
で
狩
猟
機
の
添
え
物
に

過
ぎ
な
か

っ
た
。
寸
飛
び
道
具
」
と
い
う
新

兵
擦
を
持
つ
湾
弓
兵
は
、
使
い
方
に
よ
っ

て
は
戦
の
流
れ
を
変
え
る
存
在
に
な
っ
た

の
だ
。

か
伝
め

東
方
の
戦
記
に
は
し
ば
し
ば
戦
の
妥
に

お
い
て
天
変
地
奨
が
お
き
、
戦
況
が

一
転

し
た
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
る
。
自
然
現

象
と
岡
山
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
こ
と
に
は
、

実
は
練
法
師
が
呪
操
兵
を
使
っ
て
巻
き
起

こ
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
特
殊
な

結
界
を
用
い
他
の
術
者
の
補
助
を
受
け
れ

ば
、
呪
操
丘
ハ
は
す
さ
ま
じ
い
力
の
練
法
を

行
使
で
き
る
。
戦
の
陰
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
練
法
師
た
ち
が
時
開
眼
し
て
い
る
の

だ
。
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