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最
後
の

ス

ペ

イ
ン

・

イ
ス

ラ

ー

ム

王

朝
で

あ
る

ナ

ス

ル

朝
が

建
造
し

た

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

壁
面
や

噴
水
に

は
、

ク

ル

ア

ー

ン

句、

　
カ

シ

ー
ダ
（
ア

ラ

ブ

古
典
詩）

句、

神
と

統
治
者
を
崇
め

る

定
式
文
句
が

美
し

い

ア

ラ

ビ

ア
書
体
で

刻
ま

れ

て

い

る
。

本
論
は
ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

銘
刻
句

　
の

図
像
的
機
能
に

注
目
し、

そ
れ

が

表
象
す
る
イ
ス

ラ

ー

ム

の

美
と

精
神
を

探
求
す
る

こ

と

を

目
的
と

し

た

も

の

で

あ
る

。

イ
ス

ラ

ー

ム

の

聖

な

る

象

　

徴
で

あ
る
銘
刻
句
の

分

析
か

ら、

宮
殿
内
の

大
使
の

間
は

荘
厳
な

イ

ス

ラ

ー

ム

の

七
つ

の

天
を

象
徴
し、

獅
子
の

中
庭
は

ク

ル

ア

ー
ン

に

あ
ら

わ
れ
る

　
天
国
を
表
象
し

て

い

る

こ

と

が

導
き

出
さ

れ

た
。

ナ

ス

ル

朝
ス

ル

タ

ン

は

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
を
通
し

て

イ

ス

ラ

ー

ム

の

信

仰
に

某
つ

く

理
想
的
な
国

　

家
と

政
体
を
実
現
し

よ

う
と

し

た

の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち、

銘
刻
句
は
建
築
物
に

意
味
と

解
釈
を
与
え

て

お

り
、

ナ

ス

ル

朝
ム

ス

リ

ム

の

尊
い

宗
教
心

　
と

神
へ

の

真
摯
な

態
度
が

建
築
芸
術
と

し

て

表
現
さ

れ

た

も
の

と

い

え

る
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
V
　
イ

ス

ラ

ー

ム

建
築
芸
術、

ア
ル

ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿、

ア

ラ

ビ

ア

銘
刻
句、

ク

ル

ア

ー

ン
、

カ

シ

ー

ダ
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タ
ピ

ス

ト
リ

の

よ

う

な

壁
面
装
飾
に

挿
入

さ

れ
た

文

字
の

リ

ボ
ン

を

発
見
す

る

と
き
、

建
物
自
身
が

ア

ラ
ビ

ア

語
を

読
む

訪
問
者
に

解
説
を

始
め

る
。

建
築
家
の

魔
法
に

類
似
し

た

詩
人

の

魔
法
は

代
の

精
神
を、

多
く
の

詩
行
に

語
ら

せ

る
。

、

建

物
自
身

が

同
時

代
の

人
々

に

告
げ
よ
う
と

し

た

こ

と

と

そ
の

時
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は

じ

め

に

　

ス

ペ

イ
ン

南
部
グ
ラ

ナ

ダ
に

あ
る

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
は
、

現
存
す

る

中
世
イ
ス

ラ

ー

ム

建

築
物
の

中
で

も

最
も
美
し

く
保
存
の

よ

い

建
物
の
一

つ

と

し
て

知
ら

れ
て

い

る
。

鍾

乳
石
飾
り
に

よ

る

天
井
ド

ー

ム
、

ア

ラ
ベ

ス

ク

文

様
の

壁
面、

腰
壁
に

張
り

詰
め

ら

れ
た

彩
釉
タ

イ
ル

で

飾
ら

れ

た

宮
殿
は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

建
築

芸
術
の

極
致
と

さ

れ
、

世
界
で

も

類
を

見
な
い

傑
作
と

い

わ

れ

て

い

る
。

「

ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ
」

は

ア
ラ

ビ

ア

語
で

「

赤
い

城
塞
」

を

意

味
す

る

「

カ
ル

ア
ト
・

ア
ル

ー

ハ

ム

ラ

ー

ウ

（

ρ

鑑
舞
・゚

一ー
ザ
⇔

筥

感、
）

」

に

由
来

し

た

名
前
で
、

グ

ラ

ナ

ダ
東
部
の

サ

ー

ビ

カ

と

呼
ば

れ

る

小

高
い

山
の

上
に

あ
る
、

城

壁
に

囲
ま

れ

た

地
域
全
体
の

呼
称
で

あ

る
。

イ

ベ

リ

ア

半
島
最
後
の

イ

ス

ラ

ー
ム

王

朝、

ナ

ス

ル

朝

二

二

三
→

「
一

四

九

二
）

が

残
し

た

も

の

で
、

城
塞
の

建

設
は

ナ

ス

ル

朝
を

興
し

た
ム

ハ

ン

マ

ド
「

世
（
在
位

ご
＝

二 ．

T
→

二

七
三
）

に

よ

っ

て

始
め

ら

れ

た
が

、

王

宮
は

第
七

代
ス

ル

タ
ン

、

ユ

ー
ス

フ

一

世
（
在
位
「

三

三一．

T
＝
二

五

四）

と

そ
の

子
ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
（
在
位

＝．

五
四
1
］

三

五

九、

一

三

六

ニ

ー

＝
二

九

こ

の

時
代
の

も

の

と

さ

れ
て

い

る
。

歴
代
ス

ル

タ
ン

の

約
三

分
の
】

が

暗
殺
に

よ

っ

て

死
を

と

げ

て

い

る

ほ

ど

政
治

的
不

安

定
が

続
い

た
ナ

ス

ル

王

朝
は

、

十
五

世
紀
末

、

キ

リ
ス

ト

教
軍
の

グ
ラ

ナ

ダ
征
服
に

よ

っ

て

そ
の

最
期
を
迎
え
、

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

も

キ

リ
ス

ト

教

徒
の

手
に

お

ち

た
。

し

か

し
、

王

宮

は

決
定
的
な

破
壊

や

改
変
を
免
れ

、

今
も

な
お

ス

ペ

イ
ン
・

イ

ス

ラ

ー

ム

文
明

の

モ

ニ

ュ

メ

ン

ト

と
し

て

そ

の

輝
か

し
い

姿
を

グ

ラ

ナ

　

　
　
　

　

　
　

　

ぞワ

ダ
の

地
に

と

ど
め

て

い

る
。

　

本
論
は

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

建
築
装
飾
と

し
て

壁

面
、

噴
水
盤、

柱
な
ど

に

刻
ま

れ

た

ア

ラ

ビ

ア

句
を
対
象
と

し
、

そ
れ

が

表
象

す

る

イ
ス

ラ

ー

ム

の

美
と

心
を
探
る

こ

と

を

目
的
と

す
る

。

宮
殿
に

彫
り

刻
ま

れ

た

句
は

 
『

ク

ル

ア

ー
ン

』

か

ら

の

引
用
句

、

 
カ

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
き

シ

ー

ダ
（

ρ

霧
己

筈
　
ア

ラ

ブ

古
典
詩）

句
、

 
神
と

統
治
者
を

崇
め

る

反
復
定

式

文
句
の

三

種
類
に

分

類
さ

れ

る
。

本
稿
で

は

ア

ル

ハ

｛270） 54

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

イ ス ラ ーム の 美 と心

ン

プ

ラ

に

見
ら

れ
る

よ

う
な
、

建

築

物
に

文
字
を
刻
む

行
為

に

「

銘
刻
」

（一
昌
ω

∩
「一
〇
｛
一

〇
コ）

と

い

う

言
葉
を

用
い

た
い

と

考
え

る
。

よ
っ

て
、

「

銘
刻
句
」

は

刻
ま

れ

た

句
を

意
味
し
、

「

銘
刻

聖

句
」

は

刻
ま

れ

た

ク

ル

ア

ー

ン

句
、

そ

し

て

「

銘
刻
詩

句
」

は

刻
ま

れ
た

カ

シ

ー
ダ

詩
文
を

意
味
す

る
こ

と

と

す

る
。

イ

ス

ラ

ー
ム

建

築
に

お
い

て
、

銘
刻、

特
に

ク

ル

ア

ー
ン

句
の

銘
刻
は

珍
し
い

も
の

で

は

な
い

が
、

ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

に

見
ら

れ

る

よ

う
な

数
々

の

詩
句
の

銘

刻
は

近
代
以
前
の

イ

ス

ラ

ー
ム

史
に

お

い

て

は

ほ

と
ん

ど
比

類
な
き

も

の

　
　ハ
を　

で

あ
る

。

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

銘
刻
句
に

は
、

表
現
内
容
の

モ

テ

ィ

ー

フ

と

し

て

イ
ス

ラ

ー

ム

の

聖
典
で

あ

る
ク

ル

ア
ー

ン

と

ア

ラ

ブ
・

イ

ス

ラ

ー
ム

文

学
の

根

幹
を
形

成
し

て

き

た

カ

シ

ー
ダ

が
、

そ

し

て

表
現
す
る

形
と

し
て

イ
ス

ラ

ー

ム

に

と

っ

て

神
を

表
象
す
る
の

に

不

可
欠
な

ア
ラ

ビ

ア

書

道
が

用
い

ら

れ

て

い

る
。

一

方
、

表
現
空

間
は

イ
ス

ラ

ー
ム

の

装
飾
技
法
を

駆
使
し

た

イ

ス

ラ

ー

ム

建
築
文
化
の

象
徴
と

も
い

え

る

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
で

あ
る

。

こ

の

よ

う

に

宮
殿
の

銘
刻

句
は

イ
ス

ラ

ー

ム

の

エ

ッ

セ

ン

ス

が
凝

縮
さ

れ
た
も

の

と

い

う

だ

け
で

な

く、

宗
教

、

文
学、

書
の

芸
術、

そ

し

て

建

築
の

文
化
が

合
い

交
わ
っ

た

独

特
か

つ

重

要
な

事
象
で

あ

る

と

い

え

よ

う
。

そ
こ

で
、

本
稿

で

は

ま

ず
イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

け
る

言
葉
と

書
の

重

要
性
を

論

じ
、

銘
刻
句
の

内
容、

建
築

物
と

句
の

は

め
込

ま

れ

た

位
置
と

の

関
係
を

み

な

が

ら
、

銘

刻
句
の

宗

教
的
・

芸
術
的
機

能
に

焦
点
を
お

い

て

銘
刻

句
が

体
現

す
る

イ

ス

ラ

ー

ム

の

美
し

さ

と

精
神
を

解
き

明
か

し

て

い

き

た
い

。

な
お
、

ク

ル

ア

ー
ン

句
以
外

の

句
の

ア

ラ
ビ

ア

語
和
訳

は

筆

者
に

よ

る

も

の

で

あ

る
。

　
ク

ル

ア
ー

ン

は

イ

ス

ラ

ー
ム

の

聖

典
で
、

神
の

言
葉
そ
の

も

の

と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

他
方

、

カ

シ

ー

ダ
は

単
一

の

韻
律
と

脚
韻
を

ふ

む

ア
ラ

ブ

古
典
詩
の

こ

と

で
、

そ

の

起
源
は

イ
ス

ラ

ー

ム

以

前
の

ジ
ャ

ー

ヒ

リ

ー
ヤ

時
代
で

あ

る

西
暦
五

世

紀
に

さ

か

の

ぼ

り
、

二

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
　
こ

十
世

紀
の

緒
に

そ
の

衰
微
を
み
せ

る

ま

で
、

ア

ラ

ブ

文
学
の

主

流
を

な

し
て

き
た

。

伝
統
あ

る
カ

シ

ー

ダ
文

学
は

ム

ス

リ
ム

の

ス

ペ

イ

ン

征
服
と
と

も

に

ア

ン

ダ
ル

シ

ア

に

も
伝
わ
り
、

そ

の

地
で

著
名
な

詩
人
を

多
く

産
出
し

た

だ

け

で

な

く
、

修
辞
的
技
巧
に

お

い

て

新

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
さ　

し
い

趣

向
を

見
せ

る

な

ど

の

発
展
を

と

げ

た
。
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イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

言
葉
の

重
要
性

　

イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

い

て

は
、

神
は

言
葉
を

も
っ

て

現
れ

た
。

神
の

言
葉
は

預

言
者
た

ち

を

介
し
て

啓
示

さ

れ
、

ム

ス

リ
ム

に

と
っ

て

の

最
後
の

預
言
者
ム
ハ

ン

マ

ド

に

よ
っ

て

そ

れ

が

最
も

崇

高
な

形
を

と
っ

た

の

が

聖

典
ク

ル

ア

ー

ン

に

お

い

て

で

あ
っ

た
。

西

暦
七
世

紀
前
半
に

ア

ッ

ラ

ー

の

神
の

啓
示
は

お

こ

り
、

同

世
紀
末
に

カ

リ
フ

、

ウ
ス

マ

ー

ン

の

命
に

よ
っ

て

ク
ル

ア

ー
ン

（

文

字
ど

お

り

は

「

誦
む
こ

と
」

、

「

朗
誦
」

と

い

う

意
味）

と

し

て

編
纂
さ

れ
た

。

ク

ル

ア

ー
ン

の

内
容
は

神
の

意
思

の

直
接
表
現
す

な

わ

ち

神
の

言
葉

そ

の

も

の

と

さ

れ

て

お

り
、

こ

の

こ

と

か

ら

ク
ル

ア

ー

ン

は

至

聖

の

性
質
を

備
え

て

い

る
と

み

な
さ

れ

て

い

る
。

　

啓
示

が
お

こ

っ

た

と
き

、

神
は

人
間
に

対
し

て

言
葉
で

は

た

ら

き
か

け

て

き

た

た

め
、

ム

ス

リ
ム

に

と
っ

て

神
の

あ

ま

ね

く

存
在
を

表
す

手
だ
て

は
、

そ

の

言

葉
の

姿
を

永
遠
化
さ
せ

る

こ

と

で

あ
っ

た
。

こ

れ

は

キ

リ
ス

ト

教

徒
が

神
の

存
在
を

そ

の

息
子
、

す

な

わ
ち

人

間
の

姿
に

よ
っ

て

認
め

よ

う

と

す

る

の

に

対
照

的
で

あ
る

と

い

え

る
。

言
葉
を

重
ん

じ
、

言
葉
の

姿
を

永
遠
化
し

よ

う
と

す

る

意
思

は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

宗
教
芸
術
の

な

か

に

も

息
づ

き
、

神
の

言
葉
を

書
あ
る
い

は

文
字
に

す
る
こ

と

が

イ
ス

ラ

ー
ム

の

芸
術
表

現
の

基

　

　

　

　
な

る

盤
と

な
っ

た
。

ま

た
、

啓
示

は

ア

ラ

ビ

ア

語
で

顕
れ

た

た

め
、

ク

ル

ア

ー
ン

に

限
ら

ず
ア
ラ

ビ

ア

文
字
で

の

書
は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

聖

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ヘ
ビ　

な

る

象
徴
で

あ
り

、

必
要
不
可
欠
な

行
為
で

あ
る

と

さ

れ

て

い

る
。

し

た

が
っ

て
、

ア
ラ

ビ

ア

文
字
の

書
を

用
い

る

「

銘
刻
」

自
身
に

す
で

に

聖
な

る

性
質
が

そ

な

わ
っ

て
い

る
と

い

え

る
。

ニ

　
ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

銘
刻
句

ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿
に

は

多
数
の

銘

刻
句
が

見
ら

れ

る

が
、

な

か

で

も
コ

マ

レ

ス

塔
（

写
真
−
）

の

な

か

の

「

大
使
の

間
」

（

別

称
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でス ラーム の 美 と心

写真 1　ミル トの 中庭に面 したコ マ レ ス 塔

わ

か

ら

な
い

関
連
付
け
を
生
じ

さ
せ

る

機
能
の

こ

と

を
い

い
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

すロ

る

過
去
の

研
究
で

明
ら

か

に

な
っ

て

い

る
。

つ

ま

り、

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

銘
刻

句
は

建
築

装
飾
と

し

て

宮
殿
の

各

部
分
に

は

め

こ

ま

れ

た

も
の

で

あ
る
が

、

そ
こ

に

あ

る

の

は

単
な

る

装
飾
機
能
だ
け

で

は

な
い

。

ア

ラ

ビ

ア

文
字
を

解
す

る

者
に

は
、

銘
刻
句
の

内
容
が

建
築

物
に

言

及
し
て

い

る
こ

と
、

あ

る

い

は

建
築

物
に

何
ら

か
の

繋
が

り

を

も
っ

て

い

る

こ

と
が

理

解
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　

大
使
の

間
は

そ

の

南
側
に

あ
る

「

ミ

ル

ト

の

中
庭
」

と

と

も

に

宮
殿
の

公
的
空

間
を

形
成

し

て

い

る
。

一

方、

ミ

ル

ト
の

中

庭
の

東

側
に

あ

る

獅
子
の

中
庭
と

そ

れ
の

北
側
に

隣
接
す
る

二

姉
妹
の

問
は

私
的
空
間
に

位
置
す
る

。

銘
刻
句
に

用
い

ら
れ

た

書
体
は

ク

ー
フ

ァ

書
体
と

ナ
ス

フ

・

ス

ル

ス

書

体
の
二

種

類
で

あ
る

。

ク
ー

フ

ァ

書

体
は

ク
ル

ア

ー
ン

句
の

書
に

用
い

ら

れ
る

こ

と

が

多
く

、

ア

ル

ハ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　　　
　　

ン

ブ

ラ

で

も

通

常
ク

ル

ア

ー
ン

句
は

ク

ー

フ

ァ

書
体、

詩
句
は

ナ

ス

フ

・

ス

ル

ス

書
体
で

刻
ま
れ
て

い

る
。

コ

マ

レ

ス

の

間
　
ω

巴
ひ

P
良
Φ

Oo

ヨ
9
「

Φ
ω）

（

ユ

ー

ス

フ
一

世

時
代）
、

「

獅
子

の

中

庭
」

℃
鋤

二
〇

傷
Φ

一

〇
ω

い
Φ
o
コ
Φ
ω

（
ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
時
代）

、

「

二

姉
妹
の

間
」

し∩

巴
餌

α
¢

Oo
ω

＝
Φ
「

日
p8

ω

（
ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
時
代）

に

刻
ま

れ
た

ク

ル

ア

ー

ン

句
、

カ

シ

ー
ダ

詩
句、

反
復
定
式
文
句
を

調
査

し

て

い

く
。

調

査

対
象
の

選

択
理

由
と

し

て
、

そ
の

場
所
に

宮
殿
の

代
表
的
な
ク

ル

ア
ー

ン

と

カ

シ

ー

ダ
の

銘
刻
句
が

あ

る
こ

と

と
、

こ

れ

ら

刻
ま

れ

た

句
に

図

像

的
機

能
が

備
わ
っ

て

い

る
こ

と

が

あ

げ
ら

れ

る
。

図
像
的

機
能
と

は

建

物

の

特
別
な

意
図
を

明
ら

か

に

す

る

機
能、

も

し

く

は
一

見
し

た

だ

け

で

は

　

句
が

図
像
的
機
能
を
有
す
る

こ

と

は
、

オ
レ

ッ

グ
・

グ
ラ
バ

な

ど

に

よ
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　　　　　写真 2　大使の 間の銘刻句

上 部 が ナ ス フ ・ス ル ス書体　中央が ク
ー

フ ァ 書体

嵌
木
細
工

で

造
ら

れ

て

い

る
。

腰

壁

は

色
鮮
や

か

な

彩

釉
タ
イ

ル

で
、

り
と

埋

め

尽
く

さ

れ

て
い

る
。

　

銘
刻
句
の

内
容
は

建
築

内
各

部
の

機
能
に

適

合
す
る

べ

く
注
意
深
く

選

択、

あ

る

い

は

創
作
さ

れ
、

同
様
に

慎
重
に

選
ば

れ

た

位
置

に

句
は

刻
ま

れ

て
い

る
と

考
え

ら

れ

る
。

大
使
の

間
の

入
り

冂

に

は

メ

ッ

カ

啓
示

と

さ

れ

る
ク

ル

ア

ー

ン

第
一

＝
二

章
「

黎
明
」

の

冒

頭
が

引
用
さ

れ
、

ユ

ー
ス

フ
一

世
が

悪
か

ら

逃
れ

ら

れ

る

よ

う
に

と

の

願
い

が

こ

め

ら
れ
た

散
文
が

彫
刻
さ

れ

て

い

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
し

ゅ

　

　

最
高
の

誉
れ
は

主
に

。

わ

た

し

は

ク

ル

ア

ー
ン

の

五

句
「

言
え
、

『

お

縋
り

申
す

、

黎

明
の

主

に
、

そ

の

創
り
給
え

る

悪
を
逃
れ

　

1
　
大
使
の

間
ー
天
の

蒼
穹

　

宮
殿

内
の

他
の

間
に

比

較
し

て

よ

り

多
数
の

句
が

彫
り

刻
ま

れ

て

い

る

大

使
の

間
の

銘
刻
句
（
写
真
2）

を

ま

ず
み

て

い

く
こ

と

に

し

た
い

。

大
使
の

問
が

あ

る

コ

マ

レ

ス

宮
は

主
に
ユ

ー
ス

フ
一

世
と

ム
ハ

ン

マ

ド

五

世
の

時
代
に

建
て

ら

れ
た

。

ミ

ル

ト
の

中
庭
か

ら

「

船
の

間
」

（
ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
時
代）

を

通
っ

て

至
る

大
使
の

問
（
ユ

ー

ス

フ
一

世
時

代
）

は
、

王

の

謁
見
室
で

あ
っ

た
。

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿

で

最
も
高
い

コ

マ

レ

ス

塔
内
に

位

置
す

る

最
大
の

部
屋
で
、

面
積
は
】

一

メ

ー

ト

ル

四

方、

高
さ

は
］

八
メ

ー

ト
ル

に

及
ぶ

。

東
、

北、

西
の

三

方
に

そ

れ

ぞ

れ

三
つ

ず
つ
、

九
つ

の

ア
ル

コ

ー

ヴ

（

部
屋
の
一

部
を

凹

状
に

入

り

込

ま
せ

た

小

部
屋
）

が

あ

り
、

各
ア
ル

コ

ー

ヴ
か

ら

は

直
接
外
が

見
渡
せ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

る
。

壮

麗
な

天

井
は

木
製
の

ド

ー
ム

（

丸
天
井
あ

る
い

は

ク

ー

ポ
ラ

）

で

八

〇
」

七

も

の

　
　

　

　
　

　

　
そ

の

上

の

漆
喰
壁
は

幾
何

学
文

様
と

植
物
文

様
装
飾
で

び
っ

し
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イ ス ラーム の 美 と心

　

　
　

　

　
　

　
ふ

け

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
い

き

ふ

　

　
て
、

深
々

と

更
わ
た

る

夜
の

闇
の

悪
を

逃
れ

て
。

結
び

目
に

息
吹
き

か

け

る

老
婆
ら

の

悪
を

逃
れ
て

、

妬
み

男
の

妬
み

心
の

悪
を

　

　

逃
れ

て
』

」

に

よ
っ

て
、

ユ

ー
ス

フ
へ

害
を

も

た
ら

す

す
べ

て

の

目

か
ら

ユ

ー
ス

フ

を

守
る
で

あ
ろ

う
。

唯
一

神
の

主

に

誉
れ

を
。

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ロ　

　

　
主

に

感
謝

。

・
王

は

永
遠

。

主
こ

そ

力
な

り
。

　

こ

の

句
が

示
し
て

い

る

の

は
、

神
と

神
の

力
へ

の

賛
辞
と
ユ

ー

ス

フ
一

世
が

神
か

ら

加
護
を

受
け

て
い

る

と

い

う
メ

ッ

セ

ー

ジ

で

あ

ろ

う
。

同
時
に

、

こ

の

広
間
の

主
が
ユ

ー
ス

フ
一

世
で

あ
る

こ

と

を

伝
え

て

い

る
。

こ

う
し

て

君
主

の

名
前
を

入
り
口

の

壁

面
に

刻
む

こ

と

で
、

こ

れ

か

ら

進
む

大
き
な

広
間
が

彼
に

属
し

て

い

る

こ

と

を

訪
問
者
に

告
げ
て

い

る

の

で

あ

る
。

ま

た
、

こ

の

聖
句

引
用

に

よ

っ

て
、

君
主
は

悪
か

ら

守
ら

れ
て

い

る

が
、

そ

れ

は

神
の

加
護
に

よ

る

も

の

で

あ
る

と
い

う
こ

と

が

強
調
さ

れ

て
い

る
。

こ

の

よ

う
に

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ロ　

適

切
な

ク
ル

ア

ー
ン

句
を

適
所
に

選
ん

で

い

る

と

い

え

よ

う
。

　

銘
刻
句
は

「

わ
た

し

は

…

…
ユ

ー
ス

フ

を

守
る

で

あ

ろ

う
」

と

語
っ

て

い

る

が
、

「

わ

た

し
」

と

は

い

っ

た
い

誰
な
の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

の

句
を

刻
ん

だ
で

あ
ろ

う

宰
相
詩
人

と

も

考
え

ら

れ

る

が
、

部
下
で

あ
る

宰
相
が

君
主
を

守
る

こ

と
は

不
自

然
で

あ

る

の

で
、

こ

こ

で

は

問
の

入
り
口

に

こ

と

ば

を
与
え
て

語
ら

せ

て

い

る

と

み

る

の

が

ふ

さ

わ

し
い

と

考
え

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

「

わ

た

し
」

と

は

問

の

入
口

で
、

そ

う
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

あ

た

か

も
大
使
の

間
が
ユ

ー

ス

フ
一

世
を
守
っ

て

い

る

よ

う
な

錯
覚
を
お

こ

さ

せ

る
。

こ

の

よ

う
に

建
築
物
や

事
物
に
一

人
称
で

語
ら
せ

る

手
法
は

、

後
述
す

る

宮
殿
内
の

他
銘
刻
句
の

例
に

も

見
ら

れ
る

も
の

で

あ

る
。

　

広
間
の

内
部
に

は
、

建
物
の

意
味
を

よ

り

明
確
に

表
現
す

る

図
像
的
銘
刻
が

あ
る

。

そ

れ

は

大
使
の

間
の

天

井
ク

ー

ポ

ラ

の

す
ぐ
下

の

木
製
コ

ー
ニ

ス

に

刻
ま

れ
て

い

る

ク

ル

ア

ー
ン

第
六

七
章
「

主

権
」

の

全
三

〇
節
だ

。

入

り
口

の

向
か

い

側
に

位
置
し
、

ユ

ー
ス

フ

一

世
の

玉

座
が

据
え

ら

れ

て

い

る

北
側
壁
面
の

右
の

角
か

ら

章
句
は

始
ま

る
。

天
井
ド

ー

ム

の

意
味
を

理

解
す

る

の

に

重

要
と

思
わ
れ

る

最
初
の

五

節
を

紹
介
し

よ

う
。
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あ
あ
な
ん

と

素
晴
ら

し
い

こ

と

か
、

（

万

有
の
）

主
権
を

掌
握
し

給
う

御
神

。

い

か

な

る
こ

と

で

も

お

で

き

に

な

る
お

方
。

死
と

　

　
生
を
創
り

出
し
、

お

前
た

ち

を

試
み

て
、

誰
が

＝
誉

立

派
な

振
舞
い

す

る

か

（

お

調
べ
）

に

な
っ

た

の

も

あ
の

お

方
。

限
り

な

く

　

　
偉
大
で

、

な

ん

で

も

気
持
ち

よ

く

赦
し

て

下
さ

る

御
神

。

七
つ

の

天

を
、

一

段
ま

た
一

段
と
お

創
り
に

な
っ

た

の

も

あ

の

お

方
。

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
み

わ

ざ

　

　
お

情
ぶ

か

い

御
神
の

創
造
の

御
業、

ど

こ

に

欠
け

た
と

こ

ろ

が

見
つ

か

る

も

の
か

。

目
を
め

ぐ

ら
し

て

詳
し

く

観
る

が

よ
い

。

ど

　

　
こ

か

に

割
れ

目
で

も

見
つ

か

る

か
。

さ
、

も
っ

と

よ

く

見
な

お

し

て

み

る

が

よ
い

、

も
う
一

度
、

さ
、

も
う
一

度
。

視

線
は

撃

退

　

　
さ

れ

（

目

当
の

も
の

が

何
一

つ

見
つ

か

ら

ず
）

疲

れ
は

て

て

（

広
い

天
を

く
ま

な

く

探
し

歩
い

た
の

で
）

元
へ

戻
っ

て

来
る

だ

け

　

　
の

こ

と
。

ま

た

我
ら
、

最
下
層
の

天
（

七
つ

の

天
の

う
ち
一

番
地
球
に

近
い

層）

に

は

綺
麗
な

燈

火
（

星
を

指
す
）

を

た

く

さ

ん

　

　
つ

け
て

置
い

た
。

こ

れ

が

ま

た

シ

ャ

イ

タ

ー
ン

（

サ
タ

ン
）

ど

も
を

懲
し

め

る

礫
に

も
な
る

（

流
星

は

天
使
が

悪
魔
に

ぶ

つ

け

る

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

〔
13〕

　

　
石

礫
で

あ
る

）

。

彼
ら

（

サ

タ
ン

た

ち
）

に

は

火

あ
ぶ

り

の

刑
が

用

意
し

て

あ
る

。

　

既
に

い

く
つ

か

の

研
究
が

指
摘
し

て

い

る
が

、

こ

の

聖

句
が

天
井
ド
ー
ム

直
下
に

刻

ま

れ
て

い

る

こ

と
か

ら
、

句
に

言
及
さ

れ

て

い

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
（
14）

る

神
の

創
造
し
た

七
つ

の

天
を

天

井
ド

ー
ム

が

表
現
し

て

い

る

と

い

え
る

。

具

体

的
に

い

う
と

、

丸
天

井
の

木
製
透
か

し

細
工

装
飾
に

あ
る

六
つ

の

星

の

層
と

そ

の

中
央
の

小
さ

な

ク

ー

ポ

ラ

を

合
わ

せ

た

七

つ

の

層
が

七
つ

の

天
を
表

象
し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

よ

っ

て
、

こ

の

ク
ル

ア

ー
ン

句
は

天

井
が

視
覚
的
に

示
す
デ

ザ

イ
ン

の

意
味
と

解
釈
を

見
る

者
に

与
え

て

い

る

と
い

え
る

。

　

こ

の

極
め
て

高
い

と

こ

ろ

に

刻
ま

れ
た

聖
句
と

呼
応
し
て

い

る
か

の

よ

う
に

、

間
の

下
部
に

は

カ

シ

ー

ダ

句
が

銘

刻
さ

れ

て

い

る
。

上

述
し

た

九
つ

の

ア
ル

コ

ー
ヴ

の

う

ち
、

北
側
壁
面
の

三

ア
ル

コ

ー

ヴ
の

中
央
の

も

の

の

内
部
に

、

さ

あ

読
ん
で

く
だ
さ

い

と

い

わ

ん

ば
か

り
に

目
線
の

高
さ

に

カ

シ

ー

ダ

詩
句
が

詠
み

刻
ま

れ
て

い

る
。

ガ
ル

シ

ア
・

ゴ

メ

ス

に

よ
る

と

こ

の

詩
は

作
者
不
詳
と

い

う
こ

と

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔
15）

だ

が
、

フ

ェ

ル

ナ

ン

デ
ス
“

プ

エ

ル

タ
ス

は
こ

の

詩
は
お

そ

ら

く
ユ

ー

ス

フ
一

世
の

宰

相
詩
人
で

あ
っ

た

イ
ブ
ン

・

ア

ル
・

パ

テ

ィ

ー

ブ
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ぬ

〔
一

三
一

三

−
一

二

七
四
）

の

作
品
で

あ
ろ

う
と

述
べ

て

い

る
。

　

　

あ

な

た

は

わ
た

し
か

ら

朝
夕

　

　

　
　

恵
み

と

繁
栄
と

幸
せ

と

友
情
の

挨
拶
を
お

く
ら

れ

た
。

　

　

こ

れ

は

高
い

ド

ー
ム

で

わ
た

し
た

ち
［

ア

ル

コ

ー

ヴ
］

は
そ

の

娘、

　

　

　
　

わ

た
し

は

そ

れ
ら

の

わ
た
し

と

同

種
の

も

の

の

な

か

で

卓
越

性

と

栄
光
を

得
て

い

る
。

　

　

わ
た

し
は

身
体
の

真
ん

中
に

あ
る

心
臓
で

あ
る

、

　

　

　
　

と

い

う
の

は

そ

こ

に

は

魂
と

精
神
の

力
が

宿
っ

て

い

る

か

ら
。

　

　

わ
た

し
の

仲
間
［

ア
ル

コ

ー

ヴ
］

は
天
の
一

二

宮
の

し

る

し

で

あ

り
、

　

　

　
　

か

れ
ら

に

で

は

な

く

わ
た
し

に

の

み

高
貴
な

太
陽
が

あ

る
。

　

　

わ
が

君
主

、

神
の

寵
児

、

ユ

ー
ス

フ

は

　

　

　
　

栄

光
と

く
も
り

な

き

寵

愛
の

衣
で

わ

た

し

を

飾
っ

た
。

　

　

君
主
は

わ
た

し

を
統
治
の

玉

座
に

選
ん

だ

の

だ
、

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
ロ
ロヅ

　

　

　
　

か

れ
の

卓
越
が

光
の

主
と
神
聖
な
玉

座
に

よ
っ

て

支
え

ら

れ

ん
こ

と

を
。

　

こ

れ

も
ま
た
一

人
称
を

用
い

て

ア
ル

コ

ー
ヴ

自
身

に

語
ら

せ

て

い

る

こ

の

詩
は、

い

く
つ

か

の

重
要
な
こ

と

を
示

唆
し

て

い

る
。

ま

ず
、

中
央
の

ア

ル

コ

ー
ヴ

が

ユ

ー

ス

フ

一

世
の

玉

座

と

し

て

用
い

ら

れ
、

全
て

の

ア

ル

コ

ー

ヴ

の

な
か

で

中
心
的

役
割
を

果
た

す
と

い

う
こ

と
、

そ

し

て
、

七
つ

の

天

を

創
造

し
た

神
が
、

中
央
の

ア

ル

コ

ー

ヴ
、

す
な
わ

ち
、

そ
こ

に

玉

座
の

あ

る

ユ

ー
ス

フ
一

世
を

選
ん

だ
と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

次
に

、

ア
ル

コ

ー
ヴ

は

天

の
一

二

宮
で

あ

る

と

述
べ

る
こ

と

で
、

間
の

宇
宙
的
意
味
を

強
め

て

い

る
。
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ま

た
、

ア
ル

コ

ー

ヴ

は

ド

ー
ム

の

娘
で

あ
る

と

主

張

す

る
こ

と

で
、

天

井
ド

ー
ム

と

の

関
係
を

表
し
、

天

井
を

表
す
上

部
の

ク
ル

ア

ー
ン

句
と

も

呼
応
し

て

い

る
こ

と

を

示

唆
す
る

。

カ

シ

ー

ダ
詩

句
は

、

天

井
と
そ

れ
に

意
味
を
与
え

る

聖

句
の

両
方
を

意
識
し

て

創
ら

れ
た

可
能
性
が

高
く
、

こ

の

ア
ル

コ

ー

ヴ
の

た

め

に

特
別
に

創
作
さ

れ

た

も

の

で

あ
ろ

う
。

ク

ル

ア

ー

ン

句
に

よ
っ

て

上

部
は

天

空
の

世
界
を

表
し

、

下
部
は

下
界
と

な

り

そ

の

長
が
ユ

ー

ス

フ
一

世
で

あ
る

こ

と

か

ら
、

ユ

ー
ス

フ
一

世
は

上
部
と

下
部
を
繋
ぐ

者
で

あ

る

こ

と

が

示

さ

れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

彼
は

下

部
の
一

番
高
い

と
こ

ろ

に

お

り
、

神
に

イ
ス

ラ

ー
ム

の

民
を
守
る
こ

と

を
託
さ

れ

た

者
と

　

　
　（
18）

い

え

よ

う
。

ユ

ー
ス

フ
一

世
は

玉

座
で

荘
厳

な

謁
見
を

行
い
、

さ

ま

ざ

ま

な

事
例
に

判

断

を
下
し

た

こ

と

で

あ
ろ

う
。

　
ク

ル

ア

ー
ン

句
に

使
用

さ

れ

て

い

る

ク

ー
フ

ァ

書
体
は

、

そ

の

幾
何
学
文
様
化
と

加
え
ら

れ
た

装
飾
の

た

め
、

通

常
の

ア

ラ

ビ

ア

語

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　〔
19）

教
育
を

受
け

た

者
で

も

判
読
が

困
難
で

あ

る
と

さ

れ

て

い

る
。

ク

ル

ア

ー
ン

句
は

別
段
判
読
さ
れ

な

く
と

も

よ
い

と

い

う

意
図
が

あ

る

の

か

も

し

れ

な
い

。

つ

ま

り
、

重
要
な
こ

と
は

読
ま

れ

る
こ

と

よ

り
も

聖
句
が

そ
こ

に

在
る

と
い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ

れ

に

対
し

て

カ

シ

ー

ダ

句
に

用
い

ら

れ

て

い

る

ナ
ス

フ
・

ス

ル

ス

書
体
は

筆
写
体
で
、

曲
線
が

描
く

綺
麗
な
カ

ー
プ

に

特
徴
が

あ
り

、

少
な

く

と

も

ア

ラ

ビ

ア

語
の

読
み

書
き

が

で

き

る

者
に

は
、

容
易
に

読
み

取
る

こ

と

が

可
能
で

あ

る
。

判
読
さ

れ

る
、

さ

れ

な
い

は

別
に

し

て

も
、

角
張
っ

た

ク

ー
フ

ァ

書
体、

丸
み

を

帯
び

た

ナ
ス

フ

・

ス

ル

ス

書
体
は

両
書
体
と

も

み

ご

と

な

壁

面
装
飾
の

役
割
を

果
た

し

て

い

る
。

　
ク

ル

ア

ー
ン

句
は

極
め

て

高
い

位

置
に

書
か

れ
て

い

て
、

訪
問
者
に

そ

れ
を

読
み

理

解
す

る
こ

と

を

期
待
す

る

よ

り
は

、

む

し

ろ

ド

ー

ム

天

井
あ

る
い

は

建

物
そ

の

も
の

に

意

味

を

与
え
る

機
能
が

強
い

と

思
わ

れ
る

。

こ

れ

に

比
し
て

、

カ

シ

ー

ダ
詩

句
は

目
線
の

高
さ

に

刻
ま

れ
、

訪

問
者
に

読
ま

れ

る
こ

と

が

期
待
さ

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

カ

シ

ー
ダ

詩

句
は

建
築
空

問
と

建
築
が

意
図

す

る

も
の

を

繋

ぎ
、

そ
の

こ

と

を

観
る

者
に

伝
え
る

役
割
を

し
て

い

る
。

訪
問
者
は
カ

シ

ー
ダ

句
を

読
む

こ

と
で

、

い

ま

目
の

前
に

あ
る

ア
ル

コ

ー

ヴ

（

建
築
空
間
）

と

そ
の

ア
ル

コ

ー
ヴ

の

存
在
の

意
図
を

理

解
す
る

の

で

あ
る

。
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大
使
の

問
に

は
モ

ザ
イ
ク

腰
板
の

上

や
コ

ー
ニ

ス

の

上

部
な

ど

さ

ま

ざ
ま

な

と
こ

ろ

に
、

次
の

よ

う

な

定
式

文
句
が

反

復
し

て

刻
ま

れ
て

い

る
。

ナ
ス

フ
・

ス

ル

ス

書

体
の

「

勝

者
は

神
以

外
に

あ

ら
ず
（

『

茖
鋤一
ぎ

≡
蝉

巴
団
げ
）

」

と
い

う
標
語
〔
写
真
3）

は

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

い

た

る

と
こ

ろ

に

見
ら
れ
、

一

番
多
く

銘
刻
さ

れ

て
い

る

定
式
文
句
で

あ

る
。

　

　

神
よ

！

あ
な

た
へ

の

賛
美
は

永
遠
で

あ
る

。

あ

な
た

へ

の

感
謝
は

永
遠
で

あ
る

。

　

　

イ

ス

ラ

ー
ム

の

恩
恵
を

く
だ

さ
る

神
に

賛
美

。

　

　

勝

者
は

神
以

外
に

あ

ら

ず
。

　

　

我
ら
が

君
主
ム

ス

リ
ム

の

司
令
官

、

ア

ブ

ー
・

ア

ル
・

ハ

ッ

ジ

ャ

ー
ジ
ュ

　
［

ユ

ー
ス

フ
一

世
］

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
の　

　

　

　

見
事

な

勝
利
と

そ

の

帝
国

の

強
固
な

る
こ

と

に
、

神
が

助
け

た

ま

わ

ら

ん

こ

と

を
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

神
あ
る

い

は

為
政
者
を

崇
め

る

句
が

何
度
も

繰
り

返

し

彫

刻
さ

れ

て
い

る
。

こ

れ

に

よ
っ

写真 3　銘刻 句 「勝者は神以外 に あらず」

て

神
と

為
政
者
の

崇
高
さ

を

際
立
た
せ

る

強
調
的
な

機
能
を

も

た
せ

て

い

る

と

い

え

よ

う
。

神
へ

の

信
仰
と

、

君
主
ユ

ー
ス

フ

が

神
に

よ
っ

て

誉
れ
と

勝
利
を
授
け

ら

れ

る

よ

う
に

と

の

願
い

が
、

ま

る
で

ア
ル

コ

ー

ヴ
が

語
る
カ

シ

ー
ダ

詩
句
の

内
容
を
強

調
す
る

か

の

よ

う
に

、

壁
に

刻
ま

れ
て

い

る
。

定
式
文
句
は

単
に

形
式
的
に

反
復
す
る

文
句
と

し

て
、

も

し

く
は

空

間
を

埋

め

る

た
め

の

装
飾
の
一

部
と

し

て

刻
ま

れ

た

も

の

と

し

て

簡
単
に

片
づ

け

ら

れ

る

こ

　

　

　

　

　

　
ガ　

と

が

少

な

く

な
い

。

し

か

し
、

筆
者
に

は

定
式
文
句
は

そ

の

美
し
い

装

飾
効

果
と

と

も

に

聖

な

る

性
質

を

強
調
す
る

任
務
が

与
え

ら

れ
て

い

る

と

感
じ

ら

れ

る
。
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写真 4　獅子 の 中庭

　
2
　
獅
子
宮
−
地
上
の

楽
園

　

次

に

獅
子

宮
の

区
画
を

み

て

み

よ

う
。

中
庭
（
パ

テ
ィ

オ
）

三
八
・
五

弖

汽
・
七

メ

ー
ト

ル
）

を

中
心
と

す

る

獅
子
宮
は

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
の

治
下
に

建
設

さ

れ

た
。

パ

テ
ィ

オ

を
囲
む
一

二

八

本
の

細
い

白
大
理

石
の

列

柱
が

、

幻
想
的

な

雰
囲
気
を
か

も

し

だ
し

て

い

る

（
写
真
4
）

。

中
庭
中
央
に
一

二

頭
の

獅
子
に

支
え

ら

れ

た
一

二

角
形
の

水
盤
と

噴
水
が

あ

り
、

東
西

に

は
パ

ヴ
ィ

リ

オ
ン

が

配
さ

れ

て
い

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
（
22）

　
こ

の

宮
殿
の

代
表
的
な

銘
刻

句
は
パ

テ
ィ

オ

の

北
側
に

あ

る
二

姉
妹
の

間
の

カ

シ

ー

ダ
句
と

獅
子
の

噴
水

盤

の

外
壁
に

彫
り

刻
ま

れ

た

カ

シ

ー

ダ

詩
句
で

あ

樋
。

ど

ち

ら

の

カ

シ

ー
ダ

詩
句
も
前
述
の

宮
廷
詩
人
イ
ブ
ン

・

ハ

テ

ィ

ー
ブ

の

弟
子
で

あ
っ

た

宰
相
詩
人
イ
ブ

ン

・

ザ
ム

ラ（
勿
（
一

三

三

三

−
一

三

九一一一
？

）

に

よ
る

も

の

で
、

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
へ

捧
げ
た
一

四

六

句
か

ら

な

る

カ

シ

ー

ダ
ト
・

ア
ル
・

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
ヨ

マ

ド

ブ

（
ρ

昜
置
讐
国一ー
ヨ
鋤
血
ケ
）

（

頌
詩）

か

ら

抜
粋
さ

れ
た

も

の

で

あ
る

。

私
的
住
居
と

し

て

使
用
さ
れ

て

い

た

獅
子

宮
に

聖

句
は

刻

ま

れ

て

い

な
い

が
、

神
を

崇
め

る

定
式
文
句
は

中
庭
の

柱
や
建

物
の

壁
面
に

刻
ま

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

は
、

中
庭
も

含
め

た

獅

子
宮
内

の

複
数
の

箇
所
に

言
及
し

て

い

る

二

姉
妹
の

間
の

カ

シ

ー

ダ
銘

刻
句
と

噴
水

銘
刻

詩
句
を

中
心
に

み

て
い

く
。

　
二

姉
妹
の

問
は

獅
子
の

中
庭
の

北
側
の
］

画
に

あ

る

王
の

居
室
で
、

部
屋
の

左

右
に

は
そ

れ
ぞ

れ

長
方

形
の

寝
間
が

付
置
さ

れ
、

問

の

奥
は

「

ダ
ラ

ク

サ

の

張
り

出
し

窓
の

問
」

ζ
マ

巴
o
同

ロ
Φ

冨

〇
四

蕁
×
餌

へ

通
じ

て

い

る
。

二

姉
妹
の

間
の

名
前
は
、

部
屋
の

中
央
に

あ
る

小
さ

な

噴
水
の

両
側
に

は

め

込
ま

れ
た

二

枚
の

大
き

な

大
理

石

板
に

由
来
す
る

と
い

わ

れ
て

い

る
。

噴
水
の

は

る

か

上

に

は

鍾
乳

石
（
ス

タ

ラ

ク

ラ

イ
ト

）

で

で

き

た

ム

カ

ル

ナ

ス

と

よ

ば
れ

る

天

井
ヴ
ォ

ー
ル

ト

（

ク

ー

ポ

ラ
）

（
写

真
7

後
述）

が

あ

り
、

五

千
に
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写真 5　二 姉妹の 間　銘刻詩句　第八 句

写真 6 二 姉妹の 間　銘刻詩句　第七句

刻
銘
さ

れ
て

い

る
。

カ

ル

ト
ゥ

ー

シ

ュ

と

よ

ば
れ

る

楕

円
形
（
写
真
5）

と

円
の

花

枠
（
写
真
6
）

か

た

ど

ら

れ

彫
り

刻
ま

れ

た

多
彩
色
の

漆
喰
で
、

タ

ー
コ

イ
ズ

色
の

螺
旋
形
あ

る
い

は

自
由
な

花
模
様
の

背
景

に

金

銀

色
で

織
り
込

ま

れ

た

詩
の

テ

ク
ス

ト

で

あ
る

。

こ

の

詩
句
も

ク
ル

ア

ー

ン

句
同
様

素

晴
ら

し
い

装
飾
的
効
果
を

持
つ

。

二

姉
妹
の

間
の

壁
面
に

刻
ま

れ

た
二

四

句
は

二

姉
妹
の

間
の

み

な

ら

ず、

獅
子
の

中
庭
の

柱
廊
と

噴
水

、

塔、

庭
を
シ

ン

ボ
ル

と

ア
レ

ゴ

リ

ー

に

満
ち

た

比

喩
で

表
現

し

て

い

る
。

　

　
わ

た
し

は

毎

朝
美
し
さ

で

飾
ら

れ
、

あ

ら

わ

れ
る

庭
園
で

あ

る
、

　

　
　
　
わ

た

し

の

美
し
さ

を

熟
考
な

さ
い

、

あ

な
た

は

装
飾
の

注

釈
か

ら

何
か

を

得
る

で

あ

ろ

う
。

及
ぶ

プ

リ

ズ
ム

が

織
り

成

す
光

景
は

美
の

極
限
に

達
す
る

。

ヴ
ォ

ー
ル

ト

は

八
角
形
の

塔
に

な
っ

て

お

り
、

各
辺
に

二

つ

の

窓、

合
計
一

六

の

天
窓
が

し

つ

ら

え

て

あ
り

、

光
の

変
化
に

つ

れ

て

さ

ま

ざ

ま

に

表
情
を

変
え
る

。

　

室
内
壁
面
下
部
に

は

種
々

の

色

が

織
り

交
ぜ

ら

れ

た

無
数
の

リ

ボ
ン

状
の

幾
何
学
文

様
タ

イ
ル

装

飾
が

あ

り
、

そ

の

上

に

詩

句
が

銘
記
さ

れ

て

い

る
。

壁
の

上

部
に

は

「

勝

者
は

神
以

外
に

あ

ら

ず
」

と

い

う

神
を

崇
め

る

定
式
文

句
が

繰
り

返
し

　

　

　
　

　
に

縁
取

ら

れ

た

ア

ラ
ビ

ア

文
字
は

、

65 ｛281）
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わ

た

し

は
、

主
人
で

あ
る

イ
マ

ー
ム
・

ム

ハ

ン

マ

ド

さ

ま

ゆ
え

に
、

　

　

こ

れ

か

ら

来
た

る

者、

こ

れ
ま

で

い

た

者
す
べ

て

の

者
よ

り
も

す

ぐ

れ
て

い

る
。

か

れ
の

建
物
は

な
ん

と

美
し
い

こ

と

か
、

　

　

幸
運
の

命
に

よ

り
、

他
の

す
べ

て

の

建
物
を
も

凌

駕
し
て

。

そ

こ

は

観
る

者
に
い

か

ほ

ど

あ

ま

た

の

悦
ば

し

い

慰
め

を

も
た

ら
す
こ

と

か
、

　

　

静
な

る

魂
で

さ

え
熱
情
を

か

き

た
て

ら

れ

る
。

す
ば
る

星
団
の

手
は

神
が

か

れ

ら

［

ム
ハ

ン

マ

ド
五

世
の

息
子

た
ち

］

を

　

　

加
護
し

て

く
だ

さ
る

こ

と

を
一

晩

中
祈
り

、

　

　

朝
に

は

と

て

も
や
さ

し
い

そ

よ

風
が

か

れ

ら

の

た

め

に

舞
い

上
が

る

で

あ

ろ

う
。

こ

こ

に

は

美
し
い

ク

ー
ポ

ラ

が

あ

り
、

　

　

そ

れ

は

ほ

か

の

す
べ

て

の

美
し
い

ク

ー

ポ

ラ

を

消
し

去
り

見
え
な

く
し

て

し

ま

う
。

ふ

た
ご

座
が

そ

れ
に

あ
い

さ

つ

の

手
を

さ

し

の

べ
、

　

　

天

空
の

満
月
は

秘
密
を

さ

さ

や

く

た

め

に

近
づ

く
で

あ
ろ

う
。

輝
く
星
た

ち

は

天
の

蒼
穹
を

横
断
す

る

よ

り

は
、

　

　

こ

の

ク

ー

ポ

ラ

に

棲
み

つ

き

た
い

と

願
い

乞
う

。

も
し

星
た

ち

が

中
庭
に

現
れ

た

な

ら

ば
、

　

　

か

れ

ら

は

君
主
が
喜
ぶ

お

仕
え

を

す

る

た

め

に

侍
女
ら

と

競
い

合
う
で

あ
ろ

う
。
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ク

ー
ポ

ラ
は

高
さ

に

お

い

て

星

た

ち

を

超
え

、

　

　
か

れ

ら

の

高
さ

の

限
界
を

ま

だ

超
え

行
く

。

星

た

ち

が

そ

の

勤
め

を

遂

行
す

る

た

め

に

昇
っ

た

の

は

わ

が

主

人

の

前、

　

　
一

番
高
い

者
に

仕
え

る

者
は

そ

の

こ

と

で

高

貴
を

勝
ち

取
る

。

中
庭
は

美

に

ま

さ

る

柱
廊
を

持
っ

て

い

る
、

　

　

そ

れ

で

も
っ

て

宮
殿
は

天
の

蒼
穹
と

美
を
張
り
合
う

。

い

か

に

多
く

の

み
ご

と

な

カ

ー

テ
ン

で

あ
な

た
は

宮
殿
を
飾
っ

た

こ

と
か
、

　

　

そ

の

色

彩
に

富
ん
だ

刺
繍
は

イ
エ

メ

ン

の

金

襴
を

忘
れ
さ

せ

る

ほ
ど

だ
。

そ
の

中
庭
に

は
い

か

に

多
く
の

ア

ー

チ

が

上

が
っ

て

い

る
こ

と

か
、

　

　

そ

の

ア

ー

チ

は
一

晩

中
光
に

よ
っ

て

彩
ら

れ

た

柱
に

支
え

ら

れ

て
い

る
。

ア

ー

チ

を
、

か

す

か

に

輝
い

た

夜
明
け

の

柱
に

影
を
お

と

す
、

　

　

軌
道
を

ま

わ

る

天
体
の

球
で

あ
る

と

あ
な

た

が

思
う
ま

で
。

柱
は

こ

と
ご

と

く
の

稀
有
な

不
思
議
を
生
ん

だ

の

で
、

　

　

柱
に

つ

い

て

の

こ

と

わ
ざ
は

遠
く

広
く

飛
ん

で
い

く
。

宮
殿
に

は

磨
か

れ

た

大

理

石
が

あ
り

、

そ

の

輝
く

光
彩
は

　

　

闇
に

か

く
れ

て
い

た

も
の

を
あ．

ら

わ

に

し

た
。

柱
が

太
陽
の

光
線
に

よ
っ

て

照
ら

さ

れ

た

と

き
、

67 （28：1）
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あ

な

た

は

柱
が

巨
大
で

あ

る
に

も
か

か

わ

ら

ず
真

珠
で

あ

る

と

思
う

で

あ

ろ

う
。

　

　

わ

れ

ら

は

宮
殿
の

望

楼
よ

り

も

高
い

も
の

を、

そ

の

眺

め

よ

り

も
明
瞭
な

も

の

を
、

　

　

　

　

そ

の

集
会
の

間
よ

り

も

広
い

も
の

を
目
に

し

た
こ

と

が

な
い

。

　

　

わ

れ

ら

は
さ

わ

や
か

さ
に

お

い

て
こ

れ
ほ

ど

魅
力
的
で

、

　

　

　

　

あ
ら

ゆ

る

方
向
へ

こ

れ

ほ

ど
か

ぐ
わ

し

く
、

　

　

　

　

こ

れ
ほ

ど

木
の

実
を
と

る

の

が

楽
し
い

庭

園
を

見
た
こ

と

が

な
い

。

　

　

そ

こ

で

の

二

つ

の

貨
幣
の

交
換
は
、

そ

れ

ら
に

似
た
も

の

の

た

め
に

、

　

　

　

　

美
が

支
払
う
べ

き
も

の

と

し

て
、

裁
判
官
が

美
に

許
し

た

も
の

。

　

　

も

し

庭
園
が

輝
く

朝
の

太
陽
の

な
か

で

　

　

　

　

そ

よ

風
の

手
の

ひ

ら

を

光

の

デ
ィ

ル

ハ

ム

で

満
た

す
な

ら

ば
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　
〔
26）

　

　

　

　

手
の

ひ

ら

は

そ

れ
を

受

け

入

れ

る
で

あ
ろ

う
。

　

　

庭

園
の

囲
い

は
、

そ

の

枝
の

ま

わ

り
で

、

　

　

　

　

庭
園
に

光
彩
を

添
え
て

い

る

陽
光
の

デ
ィ

ー

ナ

ー
ル

に

よ
っ

て

満
た

さ

れ

る

こ

と

で

あ
ろ

う
。

　

　

ふ

た

ご

座
が

ク

ー
ポ

ラ

に

あ
い

さ
つ

の

手
を

さ

し

の

べ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
（
27）

　

　

　

　

天
空
の

満
月
は

秘
密
を

さ

さ

や

く
た

め
に

近
づ

く
で

あ
ろ

う
。

　

こ

の

二

四

句
の

銘
刻
句
の

う
ち

第
三

句
か

ら

第
五

句
ま
で

と

第
七

句
か

ら

第
二

四

句
ま

で

の

二
一

句
は
、

イ
ブ

ン

・

ザ
ム

ラ

ク

が

作

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
28）

詩
し

た
一

四

六

句
か

ら

な

る

カ

シ

ー

ダ
に

含
ま

れ
て

い

る
。

こ

の

カ

シ

ー

ダ
は

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

描
写
が

主
な
モ

テ
ィ

ー
フ

と
な
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イ ス ラ
ーム の 美 と心

る
ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
へ

の

頌
詩
で

あ
る

。

こ

の

二

一

句
は

、

カ

シ

ー

ダ

内
の

句
の

順
番
と

は

関
係
な

く
刻
ま

れ

て
い

る
こ

と

か

ら、

二

姉
妹
の

間
の

壁
面
に

刻
む

た

め
に

特
別
に

選

ば
れ
た

も

の

で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り、

お

そ

ら

く
最
初
に
一

四

六
句

の
カ

シ

ー

ダ
が

あ

り
、

そ

れ

の

宮

殿
描
写
の

部
分
か

ら

も
っ

と

も
適

切
な

句
が

、

時
に

は

語
句
も

微
妙

に

変
え
ら

れ
て
、

句
の

順
序
と

と
も

に

考
慮
さ

れ

て

選

　

　
　

　

　
　

　

　

ま　

択
さ

れ

た

と

考
え
ら

れ
る

。

　
一

四
六

句
カ

シ

ー

ダ
の

方
に

は

含
ま

れ
て

い

な
い

第
一

句
、

第
二

句、

第
六

句
の

う
ち
、

第
六

句
は

明

確
で

は
な

い

が
、

第
一

句
、

第
二

句
は

、

こ

の

詩
を
二

姉
妹
の

問
に

ふ

さ

わ
し

く

す
る

た

め

に
、

冒
頭
句
と

し
て

既
作
の

詩
行
か

ら

選

ば
れ

た
、

あ
る

い

は

特
別
に

創
作
さ

れ

た

可
能
性
が

高
い

。

と

い

う

の

は
、

ま

ず、

両
句
と

も
一

人

称
を
用
い
、

第
一

句
で

は

「

わ

た

し

は

庭
園
で

あ

る
」

と

明
言

し
て

い

る
。

つ

ま

り、

庭
園
が

詩

句
の

語
り

手
と

な
っ

て

ア

ル
ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿
の

ほ

か

の

部
分
の

素
晴
ら

し
さ

を
語
っ

て

い

る
。

そ
し

て
、

「

装
飾
の

注
釈
か

ら

何

か

を

得
る

で

あ

ろ

う
」

と

い

う

言
葉
で

は、

こ

の

詩
行
が
こ

の

句
以

降、

獅
子

宮
の

各

部
分
を

描
写

し
て

い

る

こ

と

を

考
慮
す

る

と、

「

装
飾
の

注
釈
」

と

は

ほ

か

な

ら

ぬ

銘
刻
句
を
さ

す

と

考
え

ら

れ

る
。

建

物
の

注

釈
と

な
る

た

め
に

刻
ま

れ

た

と
い

う
こ

と

と
、

そ

の

心
構
え

を

も
っ

て

刻
ま

れ
た

句
を

読
ん

で

い

き

た

ま

え

と
い

う
イ

ブ
ン

・

ザ
ム

ラ

ク

が

建
物
に

託
し

た
で

あ

ろ

う

意

図
が

こ

の

部
分
か

ら

伝
わ

る
。

第
一

句
は

間
に

人
っ

て

す

ぐ

右
手
の

壁
に

刻
ま

れ
、

ア

ラ

ビ

ア

語
は

右
か

ら

左
へ

書
か

れ

る

の

で
、

そ

の

ま

ま

問
の

壁

面
を

左

手
の

方
向
へ

一

周

し
な
が

ら
読
ん
で

い

く
。

第
二

句
に

は、

わ
た

し

の

「

主
人
で

あ

る

イ
マ

ー
ム
．

ム

ハ

ン

マ

ド
」

と

い

う
言
葉
か

ら
、

こ

の

庭
園
の
、

ひ

い

て

は
こ

の

建

物
空
間
の

素
晴
ら

し
さ

は

わ

た

し

の

主

人
で

あ
る

ム
ハ

ン

マ

ド

五

世
の

お

か

げ
で

あ

る
と

主

張
し
て

い

る
こ

と
が

読
み

と

れ

る
。

続
い

て

第
三

句
の

「

か

れ
の

建
物
」

の

「

か

れ
」

は
、

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
を
意
味
す

る
こ

と

か

ら
、

こ

の

華
麗
な

建
物
は
ス

ル

タ

ン

が

建
て

た
こ

と

を

想
起
さ

せ

て

く
れ

る
。

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら
、

銘
刻

句
は

壁
面
に

刻
ま

れ

建
物
の

注

釈
と

な
る
べ

く
、

一

句
一

句
に

読
む

者
に

対
す

る

呼
び
か

け
が

こ

め

ら

れ

て

お

り
、

そ

こ

に

は

当

時
の

69 〔285）
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人
々

の

建
築
の

芸
術
と

詩
の

芸
術
の

二

つ

の

芸
術
に

対
す

る

高
い

感
受
性
と

関
心
が

感
じ
と

れ

る
。

　

詩
行
は

二

姉
妹
の

間
と
そ

の

周
囲
に

あ

る

庭
と

柱

廊
が

ど

れ

ほ

ど

壮
麗
な

も
の

で

あ
る
か

を
詠
っ

て

い

る

だ

け

で

な

く
、

誰

も

が

住

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
　　

み

た
い

と

願
う

イ
ス

ラ

ー
ム

の

天

国
の

よ

う

な

理

想
的
空

間
を

創
り

だ
し

て

い

る
と

筆

者
は

考
え
る

。

外
観
的
で

物
質

的
な

美

点
を

喚

起
す

る
こ

と

で

視
覚
的
な
建
物
の

姿
を

呈
す

る
一

方
、

内

面
的

、

精
神
的
な

性
質
を

表
現
す
る

こ

と

で

慰
め

と

安
楽
の

イ
メ

ー

ジ
を

強

調
し

て

い

る
。

第
六

句
で

は
二

姉
妹
の

間
に

あ
る

見
事
な

鍾
乳
石
の

ク

ー

ポ

ラ

（

半
球
状
天
井
〉

（
写
真
7

）

に

具
体
的
に

言
及
し

て

い

る
。

詩
句
は

ク

ー
ポ

ラ

を

天
の

蒼
穹
と

比

較
し

、

星
た
ち

が

客
人
と

し

て

あ

る
い

は

従
者
と

し

て

こ

の

快
適
な

宮
殿
に

や
っ

て

く
る
こ

と

か

ら
、

宮
殿
が

天
の

蒼
穹
よ

り

も
優
れ
て

い

る

と

詠
う

。

詩
の

テ

ク

ス

ト

に

よ

る

と
、

中
庭
の

柱
間
に

か

か
る

ア

ー

チ

は

夜
の

光
に

写真 7　二 姉妹の 間　鍾乳石天井 （クーポ ラ）

写真 8　獅子 の噴水盤外側銘刻句

照
ら

さ

れ
、

あ
た
か

も

そ

れ

自
身
が

回
転

し

て

い

る

天

球
か

と

見
ま

が

う
ほ

ど

美
し

（
31）い

と

さ

れ
て

い

る
。

ま

た
、

こ

れ

ほ

ど

さ

わ

や

か

で

魅

力

的
な

楽
園
は

な

い

と

称

え
、

庭
園
が

太
陽
の

光
を

浴
び
て

光
輝
く

イ
メ

ー
ジ

が

大
き

く

描
き

出
さ

れ

る
。

こ

の

よ

う
に

詩
行
は
、

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
の

造
り

上

げ
た

空

間
で

あ
る

獅
子

宮
が

、

ク

ル

ア

ー

ン

に

う

た

わ

れ
る

イ
ス

ラ

ー
ム

の

楽
園
を

表
象
し
て

い

る

こ

と

を
示
唆
し

て
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イ ス ラ ーム の 美と心

い

る
。

同
時
に

、

獅

子
宮
が
ク

ル

ア

ー

ン

の

天
国
に

優
る

と

も

劣
ら
な

い

地
上

の

楽
園
で

あ
る

こ

と

を

暗
示

し

て
い

る

と
い

え

る
。

　
一

二

角
形

噴
水
盤
の

外
側
に

刻
ま

れ

て

い

る
一

二

詩
句
（
写
真
8）

は

噴
水
に

解
釈
を

与
え

る

図

像
的

機
能
を
示

し

な

が

ら
、

最
後

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
32〕

の

二

句
で

噴
水
を
設

営
し

た

統
治

者
が

神
に

加
護
を

受
け

て
い

る

イ
ス

ラ

ー

ム

の

正

統
な

ス

ル

タ
ン

で

あ

る

こ

と
を

強
調
し

て

い

る
。

以

下
に

あ
げ

た

の

は
一

二

句
の

な

か

で

噴
水
に

直
接

言
及

し
て

い

る

第
四
、

五

句
と
ス

ル

タ
ン

に

つ

い

て

述
べ

て
い

る

第

二
、

一

二

句
で

あ
る

。

　

　

銀
は
宝

石
を
ぬ

っ

て

流
れ
し

も

の

を
溶
き
、

　

　

　
　

美
と

純
白
に

お

い

て

水
の

ご

と
し

。

　

　

そ

の

液
体
は
、

眼
に

固
体
の

よ

う
に

も

映
り
、

　

　

　
　
ど

ち

ら

が

流
れ

て

い

る

の

か

私
に

は

見

極
め

る
こ

と

が

で

き

ぬ
。

　

　

近

し

き

血

縁
に

基
づ

い

た

ア

ン

サ

ー
ル

の

後
継

者
よ

、

　

　

　
　
そ

の

威
厳
の

継
承
権
は

、

山
を
も

軽
く

見
せ

る
。

　

　

神
の

平
和
が
、

そ

し

て

永
遠
の

安

寧
が

、

ス

ル

タ
ン

の

頭
上
に

あ

ら

ん
こ

と

を
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
〔
33）

　

　

　
　

敵
は

常
に

打
ち

負
か

さ

れ
、

祝
祭
の

日
が

幾
度
も

繰
り

返
さ

れ

よ

う
。

　

第
四
、

五

句
で

は

噴
水
か

ら

噴
き

出
る

水
を
言
い

表
し

、

水
が

あ
た

か

も

凍
っ

た

よ

う
に
、

美

し
い

純
白
の

銀
お

よ

び

固
体
に

み

た

て

ら

れ

て

い

る
。

水

は

ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿
の

な
か

で

浴

場
や

噴
水
に

ふ

ん

だ

ん

に

用
い

ら

れ
、

潤
い

を

与
え

る

欠
か

せ

な
い

要
素
で

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　【
34〕

あ

る
。

ま

た
、

水
へ

の

言
及
は

ク

ル

ア

ー
ン

に

描
か

れ

る

天

国
の

河
川

や

泉
の

イ

メ

ー
ジ

を

喚

起
さ

せ

る
。

第
一

一

句
の

ア
ン

サ

ー

ル

（

メ

デ
ィ

ナ

で

の

預

言
者
ム

ハ

ン

マ

ド
の

支

持
者
）

の

後
継
者
と

は

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
の

こ

と

を
さ

し
、

続
く

第
一

二

句
と

あ
わ

せ

て
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ス

ル

タ
ン

の

正

統
な
血

統
と

ス

ル

タ
ン

へ

の

神
の

祝
福
が

表
わ
さ

れ
て

い

る
。

神
は
い

う
ま
で

も

な

く

イ
ス

ラ

ー
ム

の

神
で

あ

る
。

こ

の

よ

う
に

獅
子

宮
を

建
て

た

ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
に

は
、

こ

の

宮
殿
に

ク
ル

ア

ー
ン

に

詠
わ

れ

る
か

ぐ

わ

し
い

楽
園
を

表
象
さ

せ

る

意
図

だ

け
で

な
く

、

宮
殿
の

主
で

あ

る

自
ら
が

イ
ス

ラ

ー
ム

の

正

当
な

継
承

権
を

有
す

る

者
で

あ
る
こ

と

を

誇
示

す

る

意
図
が

あ
っ

た

と

考

え
ら

れ
る

。

む
す
び

　

銘
刻

句
の

テ

ク
ス

ト

を

刻
ま
れ

た

位
置

と

照

ら

し

合
わ
せ

て

考
察
し

た

結
果

、

宮
殿

内
の

大
使
の

問
は

荘
厳
な

七
つ

の

イ
ス

ラ

ー
ム

の

天

を
表
象
し

、

ま

た

獅
子

宮
は

か

ぐ

わ

し
い

天

国
を

表
象
し

て

い

る
こ

と

が

導
き

だ

さ

れ

た
。

大

使
の

間
は
ユ

ー

ス

フ
一

世
が

威

厳

あ
る

公
式
謁

見
を

行
っ

た

場
所
で

あ

る
。

神
が

統
括
す

る

七
つ

の

イ
ス

ラ

ー
ム

的
天

を

表
す

丸
天
井
の

下
で
、

神
に

選

ば
れ

た
ユ

ー

ス

フ
一

世
が

裁
き

を

行
っ

た
と

考
え
ら

れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

銘
刻
句
は

神
が

彼
の

頭
上

に

存
在
し

、

祝
福
を

授
け

、

彼
の

裁
き

を

照

ら

し
て

く
れ
た

こ

と

を

暗
示

す

る
。

他
方、

私
的
空

間
で

あ
る

獅
子
宮
は

神
に

加

護
さ

れ

た

ス

ル

タ
ン

が

造
営
し

た

も
の

で
、

そ

の

美

に

優
る

、

柱
廊
や

星

団
も

棲
み
つ

き
た

く

な

る

よ

う

な

美
し
い

ク

ー

ポ

ラ
、

そ
し

て

魅
惑
的
な

庭
園
は

見
る

も
の

に

悦
び

と

慰
め

を

与
え

て

く

れ

る
。

大

使
の

間
で

は

正

当

な

国
家
統
治
に

欠
か

せ

な
い

公
正

な

判
断
が

下
さ

れ

た
こ

と

が

示
唆
さ

れ
、

獅
子

宮
で

は

理
想

的

で
、

繁

栄
に

み

ち

た

ナ
ス

ル

王

国
の

姿
が

映

し

出
さ

れ

て

い

る
。

宮
殿
に

託
さ

れ
た

そ

の

イ

メ

ー

ジ
は

、

神
に

正

し

く

導
か

れ

た

永
久

完
全
の

イ
ス

ラ

ー
ム

政
体
と

国
家
を

表
象
し

て

い

る

の

で

は

な
い

か

と

考
え

る
。

　

す

な
わ

ち
、

統
治
者
は

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
を

通
し

て

理

想
的
で

完
全
な

イ
ス

ラ

ー

ム

の

政
体
の

体
現
を
め

ざ
し
た

の

で

あ

ろ

う
。

ナ
ス

ル

朝
の

政
治
的
混

沌
を

生
き

抜
い

た

ス

ル

タ

ン

は
、

過
酷
な

現
実
が

目
の

前
に

あ
っ

た

か

ら
こ

そ
、

ク

ル

ア

ー

ン

の

楽
園
の

イ
メ
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ー
ジ

を
ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

に

託
し

、

建
物
に

完
全
無
欠
の

イ
ス

ラ

ー

ム

工

国
を
表
象
さ
せ

よ

う
と

し
た

と

考
え

ら

れ
る

。

そ

し

て
、

そ
の

思
い

の

底
流
に

あ

る

の

は

イ
ス

ラ

ー
ム

へ

の

篤
い

信
仰
心
で

あ
る

。

ク

ル

ア

ー
ン

第
六

五

章
「

離
縁
」

（
第

＝

1
冖
．

一
節）

の

次
の

箇

所
は

、

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
を

建
造
し

た
ユ

ー
ス

フ
一

世
と
ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
の

意
思
を

反
映
し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

た
だ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ

ん

せ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
こ

　

　
誰
で

も

ア
ッ

ラ

ー

を

信
じ
、

義
し

い

行
い

に

は

げ
み

さ

え

す
れ

ば
、

必
ず
潺
々

と

河
川
流
れ

る

楽
園
に

入

れ
て

、

そ

こ

に

常
と
わ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

〔
35）

　

　
ま
で

も

住
ま
わ

せ

て

下
さ

ろ

う
。

…
ア

ッ

ラ

ー

こ

そ

は

七
つ

の

天

を

創
り

、

さ

ら

に

ま

た

同
数
の

地

を

創

り
給
う
た

お

方
。

ア
ッ

ラ

ー

の

神
へ

の

信
仰
を
深
め

れ

ば
、

誰
で
も

こ

の

よ

う
な

楽
園
に

住
む
こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

よ

う

な

楽

園
と

は

神
の

創

造
し
た

天
の

蒼
穹
と

楽
園
を

体
現

す
る

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

こ

と

で

あ

る
。

ア

ラ
ビ

ア

銘
刻
句
は
そ

ん

な

ナ
ス

ル

朝
ム

ス

リ
ム

の

尊
い

宗
教

心
と

神
へ

の

真
摯
な

態
度
が
建

築
芸
術
に

表

現
さ

れ
た

も

の

と
い

え

る
。

ま

た
、

銘
刻
句
は

装
飾

機
能
を

も
つ

建
築

物
の
一

部
で

あ
り

な
が

ら
、

建
築
物
自

身
の

注
釈
と

な

る

と
い

う、

非
常
に

洗
練
さ

れ
た

形
で

言
葉
の

芸

術
と

建

築
の

芸

術
を
一

体
化

さ
せ

た

も

の

で

あ

る
。

よ
っ

て
、

「

美
」

を

表
す

建
築

装
飾
機
能
と

「

心
」

を

表
す

言
葉
（

句
）

の

機
能
が

密
接
に

絡
み

合
い

相
互

に

影

響
し

あ

う

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

銘
刻

句
は
、

イ

ス

ラ

ー

ム

の

美

と

心

を
一

体
化
さ

せ

て

表
現
し

た

も
の

で

あ
る

と

い

え

る
。

ク

ル

ア

ー

ン

句
は

神
の

偉
大
さ

な

ど
の

絶
対
的

真
理
や

イ
ス

ラ

ー

ム

に

通
じ

る

普
遍
的
真
理
を
表
現
す

る
の

に

用
い

ら

れ
、

カ

シ

ー

ダ

詩
句
は

そ

れ
ら

真
理

と

ナ

ス

ル

朝

（

の

統
治

者
た
ち
）

あ
る

い

は

ア
ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
と

を
つ

な

ぐ

た
め

に

用
い

ら

れ
た

。

つ

ま

り
、

統
治
者
は

イ
ス

ラ

ー

ム

信
仰
に

基

づ
い

た

地

上
の

楽
園
を
ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

と
い

う
建
築
物
に

よ
っ

て

体
現
し

よ

う

と

し
た

と

い

う
こ

と

を

銘
刻

句
が

語
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

ま

た
、

カ
シ

ー

ダ
句
は

建

築
物
に
一

人

称
で

語
ら
せ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

建
築

物
に

言
葉
を

与
え

、

同
時
に

意

味
を

与
え

る
。

定

式
文
句
は

神
へ

の

賛
美
と

統
治

者
へ

の

神
の

加
護

を

繰
り

返
し

詠
う
こ

と

で
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

「

真

実
」

を

目
に

見
え

る

形
に

し

た

も

の

で

あ
っ

た
。

そ

し

て
、

こ

れ

ら

ア
ル

ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿
に

託
さ

れ
た

思
い

を
よ

り

明
確
な

形

で

表
し

た

も

の

が
、

宮
殿
の

壁
面

に

美

し

73 （289）
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く
か

た

ど

ら
れ

彫
り

刻
ま

れ
た

、

聖

な

る

性
質
を

備
え
た

ア

ラ

ビ

ア

の

書
に

よ

る

銘
刻

句
に

ほ

か

な
ら

な
い

。

句
が

書
き
こ

ま

れ

る

こ

と

で
、

建
物
に

は

美
だ

け
で

な

く
、

心
も

吹
き
こ

ま

れ
た

の

で

あ

る
。

注　

本
論
で

記
す
ア

ラ

ビ

ア

語
の

転
写
表
記
は

米
国
国
会
図
書
館
の

方
式
を

用
い

て

い

る
。

掲
載
写
真
は

す
べ

て

平

成
一

五

年
八

月
に

筆
者
自
身
が

撮
影
し

た

も

の

で

あ

る
。

（
1
）

　
「
「

Φ
匹

臼
87

しU
曽
ひq
 

げ
ロ

年闡

搴
笥

臨

ミ
織

ミ
い

藁噂

匹

9・
蔑
帖

無
の

ミ

ミ
鳴
劬

o
蕊

ミ
鳴

肉
、

ミ
§
蕁

q
§
ミ
δ

こ
壽

ミ
＆
篭

罫

憩
ミ
謡

（
b口
 

「

＝
コ、

≦
巴
け

 
「

α
 

　

　
O
「

ロ

旨
 

「

俸

Oo
°
仏
O
Φ

。 。）

も
P
一

H
卜。

−

＝
ω゚

引
用
箇
所
の

和
訳
は

筆
者
に

よ

る
。

（
2
）
　
ア

ル

ハ

ン

ブ
ラ

宮
殿
の

文
化
と

建
築
の

関
係
に

つ

い

て

は

ア

ラ

ビ

ア

語
の

研
究
書
Z
鋤

鯰
「

p。一・
刃
 
げ
げ
餅

r

．．
O
磊
口
「

巴・
仁
聾

∋
「

鋤、

畍

O
冨
「

5
鋤

8
冨

　

　

巴−
→
帥
「

貯
，

朝
餌

巴・
do
。

葛
螽
ゴ

≦
聾

日
閏

げ

ε、
ロ
国

げ
ご

ヨ
鋤．、

ぎ冖

搴
寝
嶋

魯蛛
ミー
b口
§
爲．
ミ
黛

切
§
勘、
匙

 

搴
亀
Q

魯
、

門

しo
袋
蕾

ミ
討

ミ
織

ミ
魅
Q
ミ
ミ

謡

き
Q
職

ミ
織

　

　

冒
惑
諒

貸

ト

蕁
画

ミ
諒

N
℃

錻
−

恥

ミ
◎

〔

ロu
 

罵

三讐
園

帯
蝕

α

巴・
閑
餌

5
あ
一
＝−
困

三
ロ
げ

≦
眇

巴−
Z
節
ω

ゴ
頃層
b⊃

OO

卜。
）、
℃
℃

』

器．．
bσ
 

P

（
3

）

　
ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

銘
刻

句
の

研
究
に

国

ヨ

≡
oO

舘
o

置
09

昌
Φ

F

聖
偽

ミ

毳
鳳

ミ
恥

塁

§
、

毳
ミ

ミ
着
勃

紀

鳶
§、
題

魯

ミ

ト
、

ぎ
§
腎

ミ
（

ζ
餌
α
「一
F

　

　

ぎ
。。

陣
ロ
冖

o

国

魯
O
皀
o

α
 

国
。゚

冖

ロ

曁
o
ω

巨
鋤

ヨ
80
°。

Φ
コ

7

貯
山
「

昼

ら
゜。

 ）

が

あ
る

。

（
4

）

　

9
Φ
αqO

量
び

贄’

黜
ミ

臨

ミ
黛

ミ
腎

ミ
（
Oo

ヨ
σ
ユ
亀
ひq
ρ

ζ
冫

＝

胃
〈
”

＆

¢
巳
く

葭
・゚

騨》・
勺
「

霧
μ

一

雪
゜。）

も゚
一
〇

一．
〉

畧
〇

三
〇

閃
Φ

∋
鋤
昌
位
 

N・
℃
ロ
 

目

B
°。導

憲
鳴

　

　
轟
丶

ぎ
ミ
辱

ミ

ト

、
ミ
§

き
帖

ミ
謡

蕁

O
偽

ミ
黛

藁

む

罫
ミ．
丶

（
N
恥
嫡
職

γ

悼

く

2
°。°
（
r9

貳
oPo

り

口

ρ凶

じuoo

『
μ

竈
鷲
ぎ

＜
o
鬥

尸

O
」
O

メ

　
グ

ラ
バ

は

唯

　

　
一

類
似
の

も

の

は
一

二

世
紀
に

ガ

ズ

ニ

に

建
て

ら

れ
た

ガ

ズ

ナ

朝
宮
殿
の

銘
刻
詩
句
で

あ

ろ

う
と

述
べ

て

い

る
。

（
5
）
　
］

つ

の

カ

シ

ー

ダ
の

長
さ

は

お

よ

そ
→

五

か

ら

八
〇
対
句
で、

複
数
の

主
題
を

有
す
る

。

カ

シ

ー

ダ
に

つ

い

て

は

カ
o
ひq

奠

　
〉
＝
Φ

⇒一

〇

冨
冥
震

　
直

　

　．．
℃
o
 

嘗
ざ．、

§
鴨

諠

ミ
ミ
ら

ト
母
鴨

ミ
藁

蓐
篭

爨
鰹

搴
鴨

b
ミ
職

魯
ミ
恥

ミ

ミ

鍵

O
鳴

謡

竃
の

轟
隷

概

6
適
勘
亀
い

ミ

（
O
帥

ヨ
び

二
α
四

ρ

¢．
困
；

O
帥

日
げ
「

乙
臘
 

　

　
q
忌
く

奠
臨

q
「

器
芻層

お
り

○ 。）　

〉

亂
評
o

乙
o
陣

θ
δ
uq

三

ロリ

ロ

ヨ一−

b
鴨

恕
誌

慧
ミ
謡

き

6N

携
鴇
q

ミ

出

ミ
ミ
ら

ぎ
ミ
δ
鴨

を
餌

毋凅

§
》

§
鏑

黛

嵩
靴

§
鷺

ミ

爵

　

　

き
亀
隠

（
い
Φ

置
 

p
しd

巳
 

卜。

O

置）
”
℃°
一

参．
照

。

（
6

）

　
ス

ペ

イ

ン

に

お

け

る

カ

シ

ー

ダ

文
学
に

つ

い

て

は
、

』

ロ

∋
 
ω

→°

ζ
o

霞
o
ρ

輹
愚

§
o・
ト

ミ
ミ
ら

、
o

ミ
01
 

出

しっ
味

賦

§
ミ

誤

ミ
譜

ミ

§一
（
しd
Φ

蒔
Φ一
 

ざ

　

　
門「
⇒一
く
 

「

o。一
亭、
O
動一
隊
o
「

コ一
国

℃
「

¢

伍

oワー
一

〇

刈

ら）
　

参
昭…

。

（
7

）

ま
螽

9
鼻゚
。

訂
肆

u
。

o
亀

帥

邑
ω

冨

羅
・

斈
卑
巴

57
囓

蕁
軸

ぎ
ミ
魚

§

§
ミ
冨

し。

ミ
昼

＆

e
ミ｝

§
帯

譯

讙
軌

ヨ

ミ

§
帯
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イ ス ラ ーム の 美 と心

　

　

誤

ミ
ミ

ミ
§
』

畫
ω．
（
じじ
Φ

巨
戸

〉

ヨ
Φ

ユ
。

穹
⊂
三
く
 

蚕一
蔓
。
h

しd
Φ

ざ
け

ロ
 

。。

一）
Ψ
・
。

＝

う
ω゜

イ
ス

ラ

去
に

お

け
る

書
の

発
展
の

背
景
に

は
、

一

　

　

般
的
に

イ
ス

ラ

ー

ム

が

生
物
の

絵
や

彫

像
制
作
を
禁
じ

て

い

る

こ

と

が

関
与
し

て

い

る
。

（
8）

°・

匿
冨
ω゜
切

巨
郭

ミ

§暁
・

翕
ミ
導
§
の

（
乞

毟

ぎ
「

ぎ

z

霎

ぎ
葺

⊂
三
く

霧
ξ
写
Φ
ω
ω

」
。

 

。。）

も
℃

μ
−

H

憎

杉
田
英

明
「

イ

ス

ラ

ー

ム

と

　

　

芸
術
」

（
板
垣

雄
三

監

修
『

イ

ス

ラ

ー

ム

の

思
考
回
路
　
講
座
イ
ス

ラ

ー

ム

の

世
界
4

』

悠
思

社、

一

九
九
五

年
）

、

二

七

三

ー
二

七
六

頁
。

ア

ラ

ビ

ア

　

　

語
書
道
に

つ

い

て

は

内
餌

ヨ
＝

巴−
し暮
鋤
げ

押

沁

專

ミー
映
諒

ミ
W

緊
工
ミ
ミ

（
寓
巴

毎
∬

∪

曽
”

甲．
＝

ヨ

＝−一−
竃
巴
蝉

旨
PU

鋤
「

r
¢
σ
コ

雪
＝，一，
月

ぎ
卿 、
四

ゴ

タ．
固

　

　

巴幽
7
霧
町−
一
〇

逡
）

旧

囚
帥

ヨ
＝

Gり

三

錯
ヨ
鋤
ロ

騨

こ
普
O

芦

雰
熟

、

ミ

訣
ぎ
職

窺
 

メ

ミ
黛
（
ゆ
虫
「

ロ
广

∪

贄

巴−
〜

♂
篝
国

σ

讐

巴−
＝一一
巴

』
OOO

ご

〉
げ
α
Φ

野
Φ

ぼ
「

　

　

閑
『
ロ

甑
σ凶
国

巳

竃
o

冨
∋

∋

巴
も∩

帯
一

ヨ
霧
ω

評

§
竃

魯
〜

§
S
ミ

鼠

加
ミ

ミ
蹄

9
鳶

耐

§
言
λ
一

箋
9

い
o
昌
住
oP

→
げ
餌

∋
 
ω

欝

＝
口

留
自
冖

巳

bOO
一
ご

　

　

》
彎
 

ヨ
o
ユ
Φ

Q ∩

〇

三

ヨ

ヨ
 
尸

射
ミ
こ

ミ

9
、

辭

§
ミ
（

訂

幕
戸

閏
」’
じコ

≧
し
箋
o）°

「

書
」

と

は
一

般
的
に

ア

ラ

ビ

ア

語
で
は

キ

タ

ー

バ

ぎ

鼠
σ

咢

　

　

（
書、

書
く
こ

と
）

あ

る
い

は

ハ

ッ

ト

写
碧
骨

（
文
字）

と

い

う

単
語
で

表
わ
さ

れ

る
。

（
9）
　
こ

の

図

像
的

機
能
の

定
義
は
オ

レ

ッ

グ
・

グ
ラ

バ

に

よ

る
。

O
蕁
σ
四

が

℃
℃．

8
山
O
ω゚

そ
の

ほ

か

の

図

像
的
機
能
を

明
ら

か

に

し

て

い

る

研

究
は

　

　

く
巴

警
δ

Oo
コ
N

巴
Φ
NΨ
、・
C
＆
 

閉
け

畧
往
昌
ひq9

 

Oo

∋

胃
Φ
9り

口

巴

＝
コ

筈
 

ご
ぴq

耳

oh

勺
げ
o
旨
o

日
 

コ
o

ざ
識

ざー．

鴨
笥

§

魯
轟

嵩
職

丶

ミ
亀

ミ、

卜

翁

き
ミ
号
の

凡
噛一

　

　

審
ミ
ら

ミ
§
織

冨

§

ミ
ミ

§
（
ピ
o
コ
α
o
戸
一゚
じσ．

→
餌
蛋
「閂
自o　

rO5

匹
oP

ハ

「

『
Φ

一

コ
自o
ユ
酢

仁
叶

Φ

oh

♂
B9
一
＝

Q ∩

佇

ロ

臼
 

ρ

bQgO

一

）

も

呈
N

よ
・．

な
ど

。

（
10
）
　
フ

ェ

ル

ナ

ン

デ
ス
・

プ

エ

ル

タ

ス

に

よ

る

と、

ナ

ス

ル

朝
の

ク

ー
フ

ァ

書
体
と

ナ

ス

フ

・

ス

ル

ス

書

体
は、

そ

の

装
飾

的

発
展
に

お

い

て

西
方
ム

ス

　

　

リ

ム

世
界
で

の

頂
点
に

達
し

た

と

い

う
。

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

宮
殿
の

ア

ラ

ビ

ア

語
書
道
に

つ

い

て

は

〉

葺
〇

三
〇

岡
 

ヨ
ぎ
住
Φ
N，
勺
ロ

臼
β
屮

．．
O
固
＝

 
「

国

℃

ξ

　

　

ぎ

p
γ

〉
ロ
α

巴

島
 

』
煢

黜
N

鳴

卜

鬟
曼

ミ

ミ
覊
翫

ミ

苦
ミ
お

区’
げ
《

Qc
巴

ヨ
ロ

内
7
餌

費
塑

冒
団

署
ω

尸

＝
国

コ
匹
σ

oo

屏

o
｛

○
ユ
 

葺
巴

ω

ε
ロ一
霧
（
目
 

こ
 

コ・

　

　

寓
ユ
＝｝

お
8）
−
OO
°

ま
し。

よ
O
停

〉

三
9
島
o

閃
Φ

ヨ
叫
コ

α
 

N−
勹
⊆

奠
冨
ρ

黯
鍵

》

蕁
轟

§
魎

ミ
N

丶−
〜．
（）
ド

H−
℃

」
O
 ・

〔
11
）

　
ク

ル

ア

ー

ン

句
”

ヨ
ー

ラ

ン

　
井
筒
俊
彦

著
作
集
7

』

井

筒
俊
彦

訳
（
中
央
公

論
社、

一

九
九

二

年）
、

八

四

六
頁

。

ア
ラ

ビ

ア

語
テ

ク

ス

ト
冖

　

　
』

巳
 
ω

Oo
⊆

亳

譽
ユ

○

鬢

9
冒
器゚
・層

ミ
§
鉾

史
§
墅、
帖

§
い層

即
ミヘ
ミ
勲

黛

蕊
駄

b
ミ

ミ
冴

庶

蕁
鴨

臥
N

ぎ
ミ
腎

ミ

b
〜、
o

ジ
（
ピ
。

昌
α

。

ロ

払
。。

畠
−

一

。。

ホ）・
＜
○

【

一・

　

　

コ

讐
 

8
　
英
語

訳
冖

O
螽
げ
四
「

も
」

瓮一

Ω

8Np
一
〇
N

も．
お゚

（
12
）

08N

巴
の
N−

℃

」
置

参
照。

グ
ラ

バ

に

よ

る

と
、

こ

の

文
言
に

続
い

て

入
り

口

に

は、

ク

ル

ア

ー

ン

第
九
一

章
「

太

陽
」

（
一

ー
九
節）

が

現
在
は

　

　

不
明
瞭
で

は

あ
る
が

書
か

れ

て

い

る
。

こ

の

句
は

宇
宙
の

力
を
表
現
す

る

象
徴
的
な

句
で

、

間
の

中
が

表
現
す
る

も

の

を

予

測
さ

せ

る

も

の

で

あ
る

。

　

　

O
蠢
げ
国
「

も゚

＝
い⊃°

こ

の

ク

ル

ア
ー

ン

句
の

引
用
は

Oo
仁

蔓

譽
ロ

」

o

澪
・゚団

く
o
冒

一−
「

巨
 

刈

で

も
確
か

め

ら

れ
て

い

る
。

ま

た、

同
じ
コ

マ

レ

ス

の

間

　

　

の

北
側
の

中

央
ア

ル

コ

ー
ヴ

の

ア

ー

チ
の

周
り

に

も
ス

ー
ラ
一

＝
二

が

刻
ま
れ
て

い

る

（
O
鑓
げ

舞
P

置
ω）

。

（
13）
　
『

コ

ー

ラ

ン

　
井
筒

俊
彦
著

作
集
7

』

井
筒
俊
彦
訳、

七

四

二

頁。

引
用
句
内
の

括
弧
書
き
は

井
筒
に

よ

る

も

の

で

あ

る
。

（
14
）

　

ゆ
眇

「

騎
 

σ
G7

ぴ

℃

」
り

O甲

O
【

鋤
げ
四

コ

P
＝
い9　

OO
づ
N

巴
Φ

N旧
で・
軽

¢・

（291）75
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（
15
）

　
イ

ブ

ン

・

ア

ル
、

パ

テ
ィ

ー

ブ

は

ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
の

宰
相
詩
人
で

も

あ
っ

た
。

彼
の

正

式
な

名
は

守
コ

　
助】−
国

審
q
σ層

ピ

『
帥

コ

　
巴・
∪同
コ

　
〉
σ
口

　
　
．

〉
σ

ユ
＝

＝一
団
ゴ

ま
口

QQ
笆

置
一
σ

口
．

〉
冒

∂
口

〉
げ

∋
m
匹

巴−
Qり
陰o一
∋
倒

昌’

（
16
）

　
OO

日
Φ

N瑠

き
眺

ミ
翁Ψ
O
」
O
刈゜

同
 

ヨ

雪
α
Φ
N

も
＝
 

陣

器”
．．

O
聾
＝

碍
惹
℃

耳

ぼ

巴−
〉
コ
α

鋤一
ロ
ω

〜 、

戸
 

罐゚

（
17
）

ア

ラ

ビ

ア

語
テ

ク

ス

ト
一
〇
。

耳

畧

喜
・
・冒
く
。

＝甲

雷
酢

9
Ω

雪
靄−

ぎ

§
毳

も
」

3
詩

句
中
の

［

］

内
は

筆

者
が

補
足
し
た
も
の

で

　
　

あ
る

。

こ

れ

以
降
の

詩
句
和
訳
の

［

口

表

現
に

つ

い

て

も

同
様
の

こ

と

と

す
る
。

（
18
）

　
Oo
コ

N

巴
Φ

N“
℃．

凹

参
照

。

（
19
）

　
「
 

ヨ
軌冖
己
 

N−
℃
二
 

「

3
ωΨ
、、

O
巴
＝
鵬

蕁
O
＝

《

ぎ

巴−
》
コ

α
国一
臣閲

こ

P
 

臼゚

（
〕〔2

）
　
ア

ラ

ビ

ア

語
テ

ク

ス

ト
日

Oo

霞
望

雪
亀

』

o
コ
 
。゚’
＜
o一
」曽

コ
卑
 

『°

こ

の

な

か

の

最
初
の

二

つ

の

文
句
は

ク

ー

フ

ァ

書
体、

そ

れ

以
外
は

ナ

ス

フ
・

　
　

ス

ル

ス

書
体
で

あ．
る

。

（
21
）
　
（甲
「

眇

σ
田

さ

P
一

〇

〇鹽

（
22
）

　
噴
水
は
一

二

頭
の

獅
子
が

放
射
線
状
に

外

側
を
向
い

て

座
っ

て

お

り、

獅
子
の

肩
の

上
に

噴
水
盤
が
の

せ

ら

れ

て

い

る
。

獅
子

自

体
は

西
暦
一
一

世

　
　

紀
に

造
ら

れ、

水
盤
は

も

と

も

と

獅
子
の

た
め

に

造
ら
れ

た

も
の

で

は

な
く
」

四

世
紀
に

制
作
さ

れ

た
と

い

う
。

＝
一
頭
の

獅
子
は
一
一

世
紀
に

建
立

　
　

さ
れ

た

団
＝
の

焦

σ゜

Z
山
鵬

汀
巴

置
プ

の

宮
殿
に

あ
っ

た
も
の

で

あ
る

可
能
性
が

高
い

。

O
茜
げ

曽−

O

」
い⊇

合

Qり

7
 
自

Q

しり゜

じじ

冨
マ

山
旨

匹

』

o
コ
餌

窪
餌

コ

7
冖

　
　
o口一
。
。一
耐同・

暴
鴨

降

識

§
織

ム

誉
ミ

§
ミ

ミ

猷

厨

§
器

」

銑
◎
−

NQ
。

耄
（

嶋
巴
o

¢
三
〈
 

「

ω

5・
℃

話
ω

し。

勺

巴
。

譬
＝一
ω

8
蔓
o
｛

〉

拝
一
ゆ

罐）

も
」

まマ

〔
23
）

　
二

姉
妹
の

間
の

真

向
か

い

で

南
側
に

位

置
す

る

QD
巴
餌

ユ
Φ

Ho

ω

〉
げ

穹
〔
 
「

「

2。
一

Φ
。゚

「

バ

ヌ

i
・

サ
ッ

ラ

ー

ジ

ュ

の

間
」

に

は

そ

の

二

四

句
の
一

部
が

刻

　
　

ま

れ

て

い

る

（
24）

　
イ

ブ
ン

・

ザ
ム

ラ

ク

は

当

時
最
も

優
れ
た
詩
人
の
「

人
で

あ
っ

た

と

さ

れ
る

。

彼
の

正

式
名
は

ぎ
コ

N
鋤

日

鑓
厂

ζ

喜
鋤

∋
蠧
血

一
σ
ロ

＜
q
ω

母

ま
＝

　
　

ζ
ニ
ケ
餌

ヨ
ヨ
四
α

ぴ
コ

〉
汀

ヨ
凶
瓜

一
げ
ロ

ζ
＝
廿
p」

∋
ヨ
鋤
低

旨
目

尾

翻
三
帥一−
切
匚

座
ビ

官゚

〔
25
）

　
フ

ェ

ル

ナ

ン

デ
ス
・

プ

エ

ル

タ

ス

は
、

こ

の

カ

シ

ー
ダ
は

ム

ハ

ン

マ

ド
五

世
の

次
男
の

割
礼
式

を

祝
っ

て

朗
誦
さ

れ

た

詩
だ

と

述
べ

て

い

る
。

　
　
閏
O
「

昌
叫

口
匹
 

N−
℃
賃
 】、
30
り牌

憲
免

郎

ミ
ミ
器

ぴ

ミ

ト

〈
O
鬥

H℃
冒

」
零゚

（
26
）
　

「

デ
ィ

ル

ハ

ム
」

と

次

句
の

「

デ
ィ

ー

ナ

ー

ル
」

は

各
々

貨
幣
の

単
位
を
指
す

。

（
27
＞

　
ア

ラ

ビ

ア

語
テ

ク

ス

ト
冖

○
ひ

∋
 
N響

ぎ
篤

§
鹿

も゚

＝
切

山
嵩
〔
ス

ペ

イ

ン

語
訳
含）
。

第
二

四

句
は

第
七
句
と
同
じ

も
の

が

銘
刻
さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

　
　
は

筆

者
が
二

〇
〇
三

年
八

月
に

ア

ル

ハ

ン

ブ

ラ

を
訪
れ
た

際
に

確
認
し
た

。

た

だ

し
、

ゴ

メ

ス

は

二

四

句
目
と

し

て

「

わ

た

し
と

勝

利
と

の

あ
い

だ

に

　
　
は

最
も
高
貴
な

関
係
が

あ
る

。

実
際、

そ

れ

は

同
一

の

も
の

で

あ
る
」

と

い

う

句
を

挙
げ
て

い

る
。

OO

ヨ
Φ

N”

ぎ
貸

ミ

登冨

P

ロ
ρ

　
ま
た
、

グ

ラ

バ

は

　
　

こ

の

第
二

四

句
を

記
さ

ず、

第
二

四
句
と

し

て

ゴ

メ

ス

の

い

う
句
が

も
と

も

と

あ
っ

た

と

し
て

い

る
。

O
蠢
σ
四

「

も
］
幽

 ．

76（292）
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イス ラ ーム の ．美 と心

（

28）
　
こ

の

二

四
句
の

第
三

句
か

ら

第
五

句
ま

で

は、

一

四

六

句
の

第
L

ハ

○、

六
一
、

一
．

一
三

句
に

あ

た

り、

第
七

句
か

ら

第
二

四
句
は、

一

四
六

句
の

そ

　
　

れ

ぞ
れ

第
一

〇
三

、

六

二
、

六

三
、

一

〇

四、

一

〇
五
、

六

四
、

六

五
、

六

六、

六

七、

六
八、

六

九、

七

〇、

九
三
、

九一
．
、

八

七、

八

八、

八

　
　

九、

一

〇
三
句
に

あ
た

る
。

た

だ

し、

二

四

句
の

銘
刻
句
は
，

四
六
句
の

テ

ク

ス

ト

と

全
く
同
一

の

も

の

で

は
な

く、

と

こ

ろ
ど

こ

ろ

異
な
る

部

分
が

　
　

見
ら

れ

る

（

注
〔
29
）
参
照）

。

一

四
六

句
の

ア

ラ

ビ

ア

語
テ

ク

ス

ト

」
σ
口

N
餌

巳

話
苫

O
α
 

HOgb

ミ
匍

き
Φ

匹．−
≦一
島
＝
09

望

7

ピ
ロ
曽

ヨ

ヨ

巴
→
餌

を
⇒
Ω

　
　
帥

〒

2
曽

覧
贄
（
口」
Φ

マ
G
戸

じ

費
。

70

訂
「

げ

曽

＝

憙
ヨ
尸

一

 

刈

刈

γ

署゚

目
 

−

一

N

伊

O
α
 

蒔

o

σ

団

ヨ
歯
・

ヨ
『

艮
レ
自

。
＝
『

。

Φ

瓦
」

ξ
窺
謡
。

ム
ミ
ミ
昏

き
Q、
 

翌

も
梦

　
　
ω

左
−

ω

36

琶
量
ゴ

¢

写
「

鰍
6
甲

日
 

匿
3
貫

毛
国

ゆ
ゴ

蝕

団

器
開

O
碧
巴

≧
巴

尹、”
剛
臣

〉
昼

琶

巴
一

ぎ
ζ
⊆

冨
ヨ
ヨ
p。
岱

巴，

ζ
2
ρ
簿
『剛
四一，

盟
＝

∋
御

鋤

ロ
団・

　
　

≧

§

緊
型
贈

ミ

ヨ
へ

用

、

ミ
噸｝噛

慰
エ

ミ
ミ
婁

ミ

聖
愚
−

装

b
ミ
奪

蕁
N

ミ
萪

曁
・・

画
ミ

ミ
b
慧

N

寒

ミ

ミ
ミ
登
一

〇

ぐ

。一
p・
。

鐸

三
＝・7
ロ

ヨ
ヨ
餌

匹

　
　
7n

⊆

訂剛
巴−
じ

冒
・

〉
σ
岱

巴−
仁
鋤

ヨ
己
（
ゆ
Φ

ヰ
⊆
广

U
贄
叫

〒

閑一
け

筈

巴−．
〉

蕁
9
這
お）
−
＜
。
鬥

目

O

も
P
、
お
、

鏨・

（
29）
　
語
句
の

変
更
例
と

し

て

は、

一

四

六

句
の

な

か

の

第

六
〇

句
の

日

筈
二

騨
騨

（
あ
な

た

の

建

物）

は

銘

刻
句
第
二

句
で

は

∋

菩回
一

警
＝

（
彼
［
ム

ハ

　
　

ン

マ

ド

五

世］

の

建
物
）

と

な
っ

て

い

る
。

一

四

六
句
は

お

そ

ら

く

儀
式
な

ど

の

際
に

ム

ハ

ン

マ

ド

五

世
を

目
の

前
に

し
て

誦
み

上

げ
ら

れ

た

の

で
、

　
　

「

あ
な

た

の
」

と

直
接
二

人
称
が

用
い

ら

れ

て

い

る

の

に

対
し

て
、

銘
刻
句
で

は
、

建
物
の

訪
問
者
へ

呼
び

掛
け

て

い

る

こ

と
か

ら
、

訪
問
者
か

ら

み

　
　

た

「

彼
の

建
物
」

と一．一

人
称
が

使
用
さ

れ

て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
。

（
30）

〉

三

ざ

冨
゜
け

35

吾
抄

弓
゜
 

5
感
乙
℃
【）

葺
巴→
ξ
Φ口

＞

O
自
互
。

℃
。

葺
巴

二
口

窪μ

〉

蕁
玄
。

雷
器
ぴq

旨
。

9
冒
コ

園
ヨ
同

”

厂．、
丶

ミ
へ

§
織
へ

融

　
　

ト

ミ
ぴ

隠

鳶
討

ミい
ミ
ω

03

鹽
ω

し
疆
P
唱

℃

』
届
−

曽
ρ

　
こ

の

論

文
は

加
筆
さ

れ

て

QQ
⊆

三鬯
、、

勹
。

9
受

襞
α

て
○
「

ヰ
巴
冖

母
o”

＞

do
仁

巨
Φ

勹
o
同

實
節一
コ
コ

螢

　
　

℃

鎚
農
》 ・
「凶
09

ぎ
コ

N
簿

ヨ
蕁
ア
  ．

5
も

箋

箋
鴬、凡
§

ミ

○

ミ
饕
凡

气

ミ

』

ミ
ミ
ら

ぎ
ミ
韓

と

し

て

発
表
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

他
に

獅
子
宮
が

イ

ス

ラ

ー

ム

の

　
　

天
国
で

あ
る

と

主

張
し

て

い

る

の

は

09

崗

巴
oNbO

〔）
ド

℃

誌
 

な

ど
。

（
31
）

グ
ラ

バ

は

中
庭
の

柱
に

か

か

る

ア

ー

チ

で

は

な

く
二

姉

妹
の

間
の

天

井
ク

ー

ポ

ラ

が

天

球
で

自
転
し

て

い

る

か

の

よ

う
で

あ
る

と

詩
句
が

言
っ

て

い

　
　

る

と

解
釈
し

て

い

る
が、

銘
刻
句
第
一

五

句
の

天
球
と

見
間
違
え

ら

れ

る

か

の

よ

う
な

事

物
は、

第
一

四

句
で

登
場
す

る

柱
の

ア

ー

チ

を
さ

す
と

見
る

　
　

方
が

適
切

で

あ

る

と

考
え
る

。

O
蕁
σ

胃噸
O°
一

ミ甲

（
32）
　
四
句
は

イ
ブ

ン

・

ザ

ム

ラ

タ
に

よ

る
一

四

六

句
の

そ

れ
ぞ
れ

第
七
五
句、

第
七

六
句、

第
一

四

三

句、

第
一

四

六

句
に

あ

た
る

。

こ

の
一

四

六

句
に

　
　

つ

い

て

の

研
究
に

O
ひ

ヨ
靄噌

蕁
謡

N
冨

ミ

ミ
鳶

つリ

ロ

皀−
．

も
02

売
肆
ロ

O

勹
o
誹

螽
騨
二
「

P．、
一
ロ一

b
翁
ミ

§
載

ミ〜
も
℃

」

覦
−

ら
の

が

あ
る

。

こ

の

噴
水
に

刻
ま

れ

　
　

た

詩
に

関

す
る

研
究
に

は
Ω
ひ

ヨ
Φ
N°

簿

ミ
戔
毎

が

あ
る。

（

33）

ア

ラ

ビ

ア
語
テ
ク
ス

ト

6
ひ

羃
N

 
辱
・

婁

も
℃．

ま
ー

ミ

父
ペ

イ
ン

語
訳

貪
、

英

語
訳

δ
『

帥

σ

餌

・

も
］
N
 ・

（
34）
　
『

コ

ー

ラ

ン

　
井
筒
俊
彦
著

作
集
7

』

井
筒
俊
彦
訳、

第
九

八
章
七

節
（
八

二

九

頁）
、

第
七
六

章
一

八

節
（
七

七

六

頁）

な
ど

。

（

35）
　
『

コ

ー

ラ

ン

　
井
筒
俊
彦
著
作
集
7

』

井
筒
俊
彦

訳、

七
三

八
頁

。
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