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西に
し
お尾 

哲て
つ
お夫　
　

民
博�

民
族
文
化
研
究
部

専
門
は
言
語
学
、ア
ラ
ブ
研
究
。
現
在
、ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ

イ
ト
の
形
成
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
研
究
に

従
事
。
近
著
に
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
―
文
明
の
は
ざ

ま
に
生
ま
れ
た
物
語
』（
岩
波
新
書
）。

着
し
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
西
ア
ジ

ア
と
い
う
地
域
を
単
独
で
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
地
域
が
、
他
の
地
域
と
歴

史
的
・
文
化
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ

っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ

た
え
あ
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
地
球

規
模
の
変
動
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
い
く
の
か
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
サ

ブ
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
み
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
と
づ
く

多
彩
な
文
化

　

一
部
の
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
西
ア
ジ

ア
は
乾
燥
気
候
地
帯
に
属
し
て
お
り
、広

大
な
砂
漠
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。
砂
漠

の
舟
と
も
称
さ
れ
る
ラ
ク
ダ
を
飼
養
す
る

遊
牧
民
た
ち
は
、
砂
漠
を
舞
台
と
す
る
豊

か
な
生
活
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。

開
館
三
〇
年
を
機
に
民
博
は
、展
示
も
変
革
の
時
を
迎
え
て
お
り
、六
か
年
計
画
で
常

設
展
示
場
の
改
修
を
進
め
て
い
る
。そ
の
第
一
弾
と
し
て
、ア
フ
リ
カ
と
西
ア
ジ
ア
展
示

を
一
新
し
た
。ま
ず
今
月
号
で
紹
介
す
る

の
は
、生
ま
れ
変
わ
っ
た
西
ア
ジ
ア
展
示
。

「
信
仰
」、「
砂
漠
の
く
ら
し
」、「
パ
レ
ス

チ
ナ
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」、「
日
本
人
と
中

東
」、「
音
文
化
と
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」と

い
う
五
つ
の
軸
を
中
心
に
再
構
成
さ
れ
、

旧
展
示
場
で
お
な
じ
み
の
あ
の
お
宝
、収

蔵
庫
に
眠
っ
て
い
た
珍
し
い
資
料
、近
年

収
集
さ
れ
た
真
新
し
い
品
々
が
、新
し
い

舞
台
に
お
目
見
え
し
た

　

西
ア
ジ
ア
は
四
大
文
明
の
二
つ
ま
で
を

は
ぐ
く
み
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
（
イ
ス
ラ
ー
ム
）
と
い
う
重

要
な
宗
教
を
う
み
だ
し
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
日
本
で
は
、
西
ア
ジ
ア
あ
る
い
は

中
東
世
界
と
い
う
言
葉
か
ら
ラ
ク
ダ
や
ア

ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
を
連
想
す
る
人
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近
代
以
降
の

日
本
人
は
、
欧
米
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

と
お
し
て
西
ア
ジ
ア
を
見
て
き
ま
し
た
。

ラ
ク
ダ
や
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
定

常
設
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル  

砂
漠
の
も
つ
特
性
は
独
自
の
自
然
観
や
人

間
観
の
発
展
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
、

や
が
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
基
盤
に
も

影
響
を
あ
た
え
た
の
で
す
。

　

西
ア
ジ
ア
で
誕
生
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
類
史
に

多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
ま
し
た
。

西
ア
ジ
ア
の
各
地
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

が
発
展
し
ま
し
た
が
、
七
世
紀
に
ア
ラ
ビ

ア
半
島
で
誕
生
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
西
ア

ジ
ア
を
お
お
い
、
や
が
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
宗
教
上
の
し
き

た
り
に
そ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
生
ま

れ
、
コ
ー
ラ
ン（
ク
ル
ア
ー
ン
）
の
言
葉

で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
美
麗
に
書
く
た

め
の
イ
ス
ラ
ー
ム
書
道
が
発
展
し
ま
し
た
。

イ
ラ
ン
で
広
ま
っ
て
い
る
シ
ー
ア
派
な
ど

の
分
派
も
あ
り
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
は
共
通
す
る
ひ
と
つ
の
価
値
観
で
ま
と

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
最
近
で
は

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
価
値
観
を
み
な
お
そ
う

と
す
る
動
き
も
出
て
い
ま
す
。

新
し
い
伝
統
と

民
族
文
化
に
そ
っ
て

　

西
ア
ジ
ア
で
は
長
ら
く
三
宗
教
が
共
存

し
て
き
ま
し
た
が
、
近
代
以
降
に
世
界
シ

ス
テ
ム
が
組
み
替
え
ら
れ
る
と
状
況
が
一

変
し
、
な
か
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
は

深
刻
な
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
よ
っ
て
土
地
を
失
い
、

各
地
に
離
散
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
あ
い

だ
で
は
、
伝
統
的
な
女
性
用
衣
装
に
代
表

さ
れ
る
民
族
文
化
が
再
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
民
衆
文
化
も

大
き
く
変
容
し
て
き
ま
し
た
。
西
ア
ジ
ア

の
各
地
で
は
、
生
活
の
場
面
ご
と
に
豊
か

な
音
文
化
が
受
け
つ
が
れ
て
お
り
、
世
界

的
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
も

そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
ア
ラ
ブ
世
界
の
民
俗

芸
能
で
あ
っ
た
ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
は
、
世
界

に
輸
出
さ
れ
た
こ
と
で
質
的
な
変
化
を
遂

げ
、
こ
れ
を
伝
統
芸
能
と
し
て
再
評
価
し

よ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
ま
し
た
。
西

ア
ジ
ア
で
は
保
守
と
世
俗
が
か
ら
み
あ
い

な
が
ら
、
日
々
新
し
い
伝
統
が
つ
く
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
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バザールの裏通り、職人がハンマーで鍋を叩いて
つくっていた〈イスファハン�1969年冬〉

兜
と
の
再
会

　

二
〇
〇
八
年
秋
、
特
別
展
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
の
日
、
山
中
由
里
子
さ
ん
か
ら
の
依
頼

で
、
収
蔵
庫
に
入
っ
た
。
西
ア
ジ
ア
展
示

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
た
め
、
新
た
に
展
示

予
定
の
イ
ラ
ン
の
兜
に
会
う
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
か
ら
四
〇
年
前
、
私
が
収
集
し

た
も
の
だ
と
い
う
の
だ
。
す
っ
か
り
忘
れ

て
い
た
が
、
そ
う
い
え
ば
た
し
か
に
私
が

集
め
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

岡
本
太
郎
氏
の
構
想
で
、太
陽
の
塔
の

地
下
に
、「
根
源
の
世
界
」を
表
現
す
る
た

め
の
、仮
面
と
神
像
そ
の
他
民
具
を
、世

界
中
か
ら
集
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
つ
く

ら
れ
た
。泉
靖
一
、梅
棹
忠
夫
両
先
生
の

も
と
、若
手
研
究
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
の
が
、Ｅ
Ｅ
Ｍ
す
な
わ
ち
「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」

で
あ
る
。一
九
六
九
年
一
月
、西
ア
ジ
ア
南

ア
ジ
ア
を
担
当
し
た
私
は
、ま
ず
イ
ラ
ン

へ
飛
ん
だ
。二
か
月
半
の
間
、五
か
国
、

二
四
の
都
市
を
ま
わ
り
、民
族
資
料
の
買

い
つ
け
、梱
包
、発
送
な
ど
一
人
で
や
っ
た
。

　

ま
ず
町
に
着
く
と
、
博
物
館
へ
行
っ
た

り
、
人
に
聞
い
た
り
し
て
情
報
を
集
め
る
。

骨
董
屋
や
物
産
展
示
場
な
ど
、物
色
、買
い

つ
け
、
資
料
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
聞
き

と
る
。ま
あ
そ
う
い
う
行
動
の
連
続
だ
っ
た
。

　

イ
ラ
ン
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ン
は
京
都
に
も

似
た
古
い
町
だ
。
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、

モ
ス
ク
、
広
場
、
バ
ザ
ー
ル
を
見
て
ま
わ

り
、
郊
外
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
寺
院
の
廃
墟

に
登
っ
た
り
、
ア
ル
メ
ニ
ア
派
の
教
会
を

見
た
り
し
た
。
買
い
物
に
は
時
間
が
か
か

っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
交
渉
し
た
が
、
言
い
値

の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
し
か
な
ら

な
い
。
道
を
屋
根
で
覆
っ
た
古
い
バ
ザ
ー

ル
、
歩
い
て
い
る
と
感
じ
な
い
が
、
じ
っ

と
し
て
い
る
と
寒
い
。

　

た
し
か
古
い
バ
ザ
ー
ル
の
骨

董
屋
で
兜
、
錫
杖
、
斧
を
買
っ

た
。
ノ
ー
ト
に
は
「
イ
ミ
テ
ー

シ
ョ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、

古
い
も
の
で
は
な
い
。
ノ
ッ
カ

ー
、
ト
ル
コ
マ
ン
の
首
飾
り
、

ピ
ス
ト
ル
、
ナ
イ
フ
、
火
薬
入

れ
と
い
っ
し
ょ
に
八
点
六
五
〇

〇
リ
ア
ル
で
買
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
飛
び
、

ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
首
都
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
を

見
学
、
テ
ヘ
ラ
ン
に
戻
り
、
車
で
雪
の
エ

ル
ブ
ル
ズ
山
脈
を
越
え
、
ラ
ム
サ
ー
ル
で

一
泊
、
カ
ス
ピ
海
沿
岸
を
廻
っ
た
。

収
集
団
余
話

  『
Ｅ
Ｅ
Ｍ
』
第
一
章「〈
収
集
団
〉か
ら〈
博

物
館
〉へ
」
に
梅
棹
先
生
は
、
私
が
受
け
た

新
聞
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
で
パ
キ
ス
タ

ン
・
タ
イ
ム
ズ
の
記
者
が
取
材
に
来
た
。

と
く
に
民
具
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
智
恵

の
展
示
で
あ
り
、
根
源
の
世
界
を
表
現
す

る
も
の
だ
と
い
う
と
、
ま
っ
た
く
ユ
ニ
ー

ク
だ
と
言
っ
て
く
れ
た
。
つ
い
で
Ｅ
Ｅ
Ｍ

の
こ
と
、
口
が
す
べ
っ
て
民
族
学
博
物
館

設
立
計
画
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
。
先
生
が

書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
博
物
館

の
こ
と
は
関
係
者
の
暗
黙
の
了
解
だ
っ
た
。

だ
か
ら
お
し
か
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
と
手
紙
に
書
い
た
の
だ
。「
古
民
具
の

展
示　

日
本
の
専
門
家
収
集
に
」
と
い
う

記
事
が
翌
日
の
同
紙
に
載
っ
た
。

高た
か
や
ま山 

龍り
ゅ
う
ぞ
う三　
　

京
都
文
教
大
学
元
教
授

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
修
了
。
東
京
工
業
大
学
、東
海

大
学
、大
阪
工
業
大
学
教
授
な
ど
を
歴
任
。
専
攻
は
ヒ

マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
の
民
族
誌
、ア
ジ
ア
文
明
論
、近
年

は
河
口
慧
海
研
究
に
傾
倒
し
て
い
る
。

　

古
代
の
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の

王
墓
に
彫
ら
れ
た
レ
リ
ー
フ
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
楽
器
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
楽

器
は
、
演
奏
す
る
人
物
像
と
と
も
に
描
か

れ
て
い
て
、
楽
器
の
形
状
は
も
ち
ろ
ん
、

人
が
そ
の
楽
器
を
ど
の
よ
う
に
奏
で
た
か

も
、
観
察
で
き
る
。
ま
た
レ
リ
ー
フ
の
ほ

か
に
、
古
代
遺
跡
か
ら
は
楽
器
そ
の
も
の

も
出
土
し
て
い
る
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ウ

水み
ず
の野 

信の
ぶ
お男　
　

兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授

東
京
芸
術
大
学
大
学
院
修
了
。
博
士
（
文
学
）。
兵
庫

教
育
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
（
併
任
）

な
ど
を
歴
任
。
専
攻
は
民
族
音
楽
学
。
中
東
を
軸
に

人
と
音
の
多
様
な
か
か
わ
り
を
探
求
し
て
い
る
。

バザールのなかの通り、両側に骨董屋が並んでいる。
天窓から光が射しこんでいるが、冬は寒い〈イスファハ
ン1969年冬〉

バザールのなかの金のアクセサリー屋、ウ
インドウ・ケースを覗いている人たち〈イス
ファハン1969年冬〉

刷新した西アジア展示の一画。中央下が兜

�

て
リ
ュ
ー
ト
や
ギ
タ
ー
に
姿
を
変
え
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
イ
ラ
ン
の
セ
タ
ー
ル
は
、

中
国
の
三
絃
、
つ
い
で
日
本
の
三
味
線
に
、

ま
た
、
葦
笛
の
ナ
ー
イ
は
、
東
ア
ジ
ア
の

竹
製
の
笛（
尺
八
な
ど
）

に
変
身
し
た
。
こ
れ
ら

の
諸
楽
器
は
、
た
と
え

そ
の
伝
播
の
ル
ー
ト
や

プ
ロ
セ
ス
が
、
と
き
に

は
っ
き
り
し
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
源
流
の
一

端
が
、
こ
こ
中
東
の
地

に
あ
る
こ
と
だ
け
は
、

ま
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
ど
西
ア
ジ
ア

展
示
場
に
新
た
に
登
場

し
た
「
中
東
地
域
の
楽

器
」
は
、
い
ず
れ
も
現

代
社
会
を
舞
台
に
、
現

役
で
活
躍
中
の
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
つ
ひ
と
つ
の
楽
器
は
、

た
と
え
ば
リ
ラ
系
の
シ

ム
シ
ミ
ー
ア
が
、
あ
の

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
竪
琴

を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
よ

う
に
、
そ
れ
自
体
、
過

去
の
伝
統
を
忠
実
に
投

影
し
な
が
ら
、
人
び
と

の
暮
ら
し
に
息
づ
き
、

多
彩
な
音
を
響
か
せ
て

い
る
。

楽器をとおして文化・
文明の伝播と系譜を
紹介する

ル
王
墓
（
紀
元
前
二
五
世
紀
）
で
発
見
さ

れ
た
竪
琴
は
、
い
ま
は
、
イ
ラ
ク
国
立
博

物
館
や
大
英
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
精
巧
か
つ
華
麗
で
、

鑑
賞
者
の
目
を
あ
き
さ
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
途
方
も
な
く
古
い
時
代
に

生
ま
れ
た
楽
器
は
、
文
明
の
波
に
の
り
、

周
辺
地
域
に
拡
散
し
、
農
村
や
都
市
の
人

び
と
の
も
と
で
育
ま
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い

っ
た
。
同
時
に
そ
れ
ら
は
、
西
ア
ジ
ア
文

化
圏
を
こ
え
て
、
ひ
ろ
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
に
む
け
て
旅
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
歴

史
の
経
緯
と
と
も
に
、
世
界
各
地
に
縦
横

に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
は
東
漸
し
て
中
国
の
洋

琴
に
な
り
、
そ
れ
は
琉
球
を
経
て
日
本
本

土
に
も
伝
来
し
た
。
一
方
、
こ
の
サ
ン
ト

ゥ
ー
ル
や
カ
ー
ヌ
ー
ン
な
ど
、
チ
タ
ー
系

の
楽
器
は
、
西
漸
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

チ
ン
バ
ロ
ム
、
西
欧
の
ダ
ル
シ
マ
ー
、
チ

ェ
ン
バ
ロ
、
ひ
い
て
は
ピ
ア
ノ
へ
と
変
容

し
た
。
リ
ュ
ー
ト
系
の
ウ
ー
ド
（
ペ
ル
シ

ャ
語
で
は
バ
ル
バ
ッ
ト
）
も
、
や
は
り
東

漸
し
て
中
国
や
日
本
の
琵
琶
に
、
西
漸
し

ウル王墓出土の竪琴（イラク国立博物館蔵）
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シ
ド
ニ
ー
の
モ
ス
ク
を
訪
問
し
た
と
き

の
こ
と
、
一
緒
に
説
明
を
受
け
て
い
た
ヒ

ン
ド
ゥ
と
思お
ぼ

し
き
イ
ン
ド
人
一
行
は
、

「
と
こ
ろ
で
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
は
ど
ん
な

意
味
が
あ
る
の
か
？
」
と
尋
ね
、
ト
ル
コ

系
の
モ
ス
ク
管
理
者
を
困
惑
さ
せ
て
い
た
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
ム
ハ
ッ
ラ

ム
月
一
〇
日
（
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
）
に
お

こ
な
う
シ
ー
ア
派
ム
ス
リ
ム
の
哀
悼
行
事

は
見
た
人
の
耳
目
を
驚
か
す
。

　

シ
ー
ア
派
信
徒
は
カ
ル
バ
ラ
ー
で
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
六
一
年
に
悲
劇
的
に
殺
さ
れ
た
第

三
代
指
導
者
（
イ
マ
ー
ム
）
を
偲
び
、
ム

ハ
ッ
ラ
ム
月
一
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
、
集

会
や
街
頭
行
進
で
、
号
泣
し
た
り
、
胸
を

叩
い
た
り
、
あ
る
い
は
わ
が
身
を
刃
物
で

傷
つ
け
て
指
導
者
の
名
前
を
叫
ん
だ
り
す

る
。
集
会
で
は
韻
文
･
散
文
で

カ
ル
バ
ラ
ー
で
の
出
来
事
を
朗

詠
し
語
る
が
、
演
劇
形
式
を
と

る
こ
と
も
あ
る
。
タ
ァ
ズ
ィ
エ

（
殉
教
劇
）
で
あ
る
。
一
九
世

紀
の
テ
ヘ
ラ
ン
で
は
国
立
タ
ァ

ズ
ィ
エ
劇
場
が
建
設
さ
れ
、
王

は
外
国
人
の
賓
客
も
招
待
し
て

大
が
か
り
な
哀
悼
集
会
を
催
し
、

山や
ま
ぎ
し岸 

智と
も
こ子　
　

明
治
大
学
准
教
授

専
門
は
イ
ラ
ン
地
域
研
究
、
文
化
論
。
最
近
は
シ
ー
ア

派
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

と
い
っ
た
テ
ー
マ
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
る
。

そ
の
舞
台
に
は
最
新
の
自
動
車
や
外
国
大

使
役
な
ど
も
登
場
さ
せ
た
。
そ
こ
か
ら
ア

メ
リ
カ
の
研
究
者
に
は
タ
ァ
ズ
ィ
エ
を

「
前
衛
的
」
と
評
価
す
る
者
も
い
る
が
、

私
自
身
が
タ
ァ
ズ
ィ
エ
を
見
て
前
衛
的
だ

と
思
っ
た
こ
と
は
（
残
念
な
が
ら
）
な
い
。

　

タ
ァ
ズ
ィ
エ
の
題
材
は
一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
に
か
け
て
カ
ル
バ
ラ
ー
の
出
来

事
の
み
な
ら
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
歴
史

　

西
ア
ジ
ア
展
示
の
中
ほ
ど
に
設
け
ら
れ

た
、
色
と
り
ど
り
の
刺
繍
ド
レ
ス
の
コ
ー

ナ
ー
は
、
収
集
家
ウ
ィ
ダ
ー
ド
・
カ
ワ
ー

ル
夫
人
に
よ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

彼
女
は
現
在
ヨ
ル
ダ
ン
に
住
む
パ
レ
ス
チ

ナ
出
身
者
だ
。
自
宅
の
半
地
下
を
収
蔵
室

に
あ
て
た
膨
大
な
収
集
品
の
一
部
を
、
民

博
は
買
い
取
っ
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

　

そ
れ
が
こ
の
た
び
「
パ
レ
ス
チ
ナ
・
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
と
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」と
い
う
言
葉
に
、な
じ

み
の
な
い
方
も
多
い
だ
ろ
う
。「
離
散
」を

意
味
す
る
こ
の
単
語
は
、
従
来
、
祖
国
を

破
壊
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
二
〇
〇
〇
年
間

の
放
浪
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ

こ
で
は
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国

に
よ
り
、
放
浪
を
終
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
代

わ
り
に
、
故
郷
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
現
状
を
表
し
て
い
る
。

　

刺
繍
は
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
前
か
ら

女
性
た
ち
の
間
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
技

法
だ
っ
た
。
正
確
な
起
源
を
た
ど
る
の
は

困
難
だ
が
、
現
存
す
る
最
も
古
い
刺
繍
は

一
九
世
紀
初
め
の
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
行
者
や
宣
教
師
が
持
ち

帰
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
欧
米
各
国

の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
英
博

錦に
し
き
だ田 

愛あ
い
こ子

早
稲
田
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
機
構
研
究
助
手

総
合
研
究
大
学
院
大
学
修
了
。
文
学
博
士
。
専
門
は

中
東
地
域
研
究
で
、ヨ
ル
ダ
ン
や
レ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
離

散
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
帰
属
権
と
帰
属
意
識
に
つ
い
て
研

究
を
続
け
て
い
る
。

物
館
は
一
九
六
〇
〜
八
〇
年
代

に
か
け
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
伝

統
衣
装
に
関
す
る
調
査
を
お
こ

な
っ
た
。
中
心
と
な
っ
た
の
は

研
究
員
の
シ
ェ
イ
ラ
・
ヴ
ェ
イ

ル
だ
が
、
カ
ワ
ー
ル
夫
人
は
そ

の
聞
き
取
り
調
査
に
も
協
力
を

し
た
。

アイ
デ
ン
ティ
ティ

と
し
て
の
刺
繍

  

「
衣
装
は
女
性
の
“
パ
ス
ポ

ー
ト
”
で
あ
り
、
着
る
者
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
」。
二

〇
年
以
上
前
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
で
、
彼
女
は
そ
う
述
べ
て

い
る
。
農
村
部
で
発
達
し
た
刺

繍
は
、
村
ご
と
の
特
徴
を
示
し
、

模
様
の
パ
タ
ー
ン
を
見
れ
ば
ど

こ
の
出
身
か
分
か
っ
た
と
い
う
。

村
の
手
芸
品
だ
っ
た
刺
繍
は
、

後
に
パ
レ
ス
チ
ナ
文
化
を
代
表

す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
。
日
常
着
と
し
て
着
ら
れ
る
機
会

は
減
っ
た
も
の
の
、
土
産
物
と
し
て
の
役

割
は
拡
大
し
て
い
る
か
ら
だ
。
外
か
ら
来

た
観
光
客
は
、「
パ
レ
ス
チ
ナ
土
産
」
と

し
て
刺
繍
製
品
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
売
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
の
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
店
舗
を
構
え

る「
ス
ン
ブ
ラ
」で
あ
る
。こ
こ
で
は
パ
レ

ス
チ
ナ
自
治
区
各
地
で
活
動
す
る
N
G
O

に
対
し
て
、
販
路
を
提
供
し
て
い
る
。
ま

た
日
本
で
も
複
数
の
N
G
O
が
収
入
創
出

事
業
と
し
て
製
品
を
輸
入
し
て
い
る
。
日

本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
J
V
C
）や
、パ
レ
ス
チ
ナ
子
ど
も
の
キ
ャ

ペ
ー
ン
は
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
刺
繍
製
品
の

作
製
は
、
占
領
下
の
難
民
の
生
活
を
支
え

る
貴
重
な
収
入
源
で
も
あ
る
。
厳
し
い
生

活
を
し
の
ぐ
た
め
に
布
を
手
に
す
る
女
性

た
ち
は
、
一
針
一
針
に
故
郷
の
村
へ
の
想

い
を
込
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

パレスチナの地理が特産品
とともに描かれた刺繍
（林�博貴氏提供）

に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た

タ
ァ
ズ
ィ
エ
の
小
道
具
や
関
連
の
品
を
一
新

さ
れ
た
常
設
展
で
じ
っ
く
り
見
て
ほ
し
い
。

　

な
お
カ
ル
バ
ラ
ー
の
悲
劇
の
絵
画
表
現

も
無
視
で
き
な
い
。
図
１
は
、
一
九
世
紀

の
作
と
推
定
さ
れ
る
絵
で
、
顔
の
描
き
方

に
イ
ス
ラ
ー
ム
陶
器
な
ど
に
も
共
通
す
る

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
世
紀

後
半
か
ら
は
大
衆
的
な
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ

ス
絵
画
」
が
発
展
し
、
街
角
で
の
殉
教
語

り
に
も
用
い
ら
れ
た
。（
図
２
）

　

近
年
は
日
本
ア
ニ
メ
の
影
響
が
顕
著
な

例
が
見
ら
れ
る
（
図
３
）
一
方
、
フ
ァ
ル

シ
ュ
チ
ー
ヤ
ー
ン
の
近
代
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
（
図
４
）
が
広
汎
な
人
気
を
博
し
て
い

る
。
カ
ル
バ
ラ
ー
の
悲
劇
が
与
え
る
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
表
現

に
ま
だ
ま
だ
展
開
を
促
し
そ
う
だ
。

　

他
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
は
、
哀
悼

の
意
を
示
す
行
為
は
推
奨
し
つ
つ
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
法
に
反
対
の
意
を
示
す
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
聖
職
者
と
民
衆
の
創

意
と
葛
藤
を
想
像
し
つ
つ
哀
悼
の
〈
か
た

ち
〉
を
見
る
の
も
一
興
で
あ
る
。

図2　コーヒーハウ
ス絵画モハンマド・
モダッベル作「カルバ
ラーの悲劇」　[ヒジュ
ラ暦1325年／西暦
1907年]〈レザー・
アッバースィー美術
館所蔵〉

図１�カズヴィーンの哀悼行事施設に
飾ってあったアリー･アクバル（第３代
イマームの息子）の絵�〈19世紀？〉

図3　バハレーンの子ども用雑誌付録の「小さ
なフサイニー」〈バハレーン2008年〉

図4　イラン現代ミニアチュール　マフムード・ファルシュチー
ヤーン作｢アーシューラーの夜｣　〈テヘラン1976年〉

第一次インティファーダ（民衆蜂起）期の刺繍は、イスラエルへの抵抗運動の高まりを表す
アーシューラーの際にかつがれる旗など、シーア
派の哀悼行事に関連した品 を々見ることができる

衣装などの手工芸品は「離散」以前の人びとの生活を語る




