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●�

イ
ラ
ン
人
の
書
の
心
︱

ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
へ

の
こ
だ
わ
り

　

イ
ラ
ン
で
は
、
一
般
に

ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
用
い
た

ペ
ル
シ
ア
語
が
用
い
ら
れ

る
。
特
に
ナ
ス
タ
ー
リ
ー

ク
体
と
い
う
書
体
を
好
ん

で
書
く
。
こ
の
ナ
ス
タ
ー

リ
ー
ク
体
は
一
四
世
紀
頃

に
既
存
の
書
体
を
組
み
合

わ
せ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
た
と
い
う
。
曲
線
美
に
あ

ふ
れ
る
流
麗
な
書
体
で
あ
り
、
イ
ラ
ン
だ
け
で
な
く
、
イ

ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
に
も
広
ま
っ
た
。
現
在
も
パ
キ
ス
タ

ン
で
は
、
新
聞
が
こ
の
ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
を
用
い
て
い

る
ほ
ど
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
で
は
通
常
の
出
版
物
は
、
読
み

や
す
い
が
や
や
美
し
さ
で
は
劣
る
「
ナ
ス
フ
体
」
と
い
う

書
体
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ン
人
の
ナ
ス
タ
ー
リ
ー

ク
体
へ
の
執
着
は
相
当
な
も
の
で
、
子
供
た
ち
が
こ
の
書

体
に
親
し
み
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
小
学
校
か
ら
、

「
国
語
」
の
教
科
書
は
ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
で
記
さ
れ
る

（
写
真
参
照
）。
実
際
に
、
イ
ラ
ン
人
の
ほ
と
ん
ど
は
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
も
鉛
筆
で
も
ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
で
書
く
。
イ

ラ
ン
人
と
文
通
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
ナ
ス
タ
ー
リ
ー

ク
体
が
読
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
イ
ラ
ン
書
道
教
室
体
験
︱
二
度
書
き
Ｏ
Ｋ

　

一
四
世
紀
に
生
ま
れ
た
ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
は
イ
ラ
ン

人
に
愛
さ
れ
、
従
っ
て
、
そ
れ
以
降
の
手
稿
本
や
古
文
書

は
こ
の
書
体
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
私
は
一
九
世
紀

の
イ
ラ
ン
史
を
研
究
し
て
い
る
た
め
、
当
時
の
古
文
書
や

古
写
本
を
読
解
す
る
た
め
に
、
ナ
ス
タ
ー
リ
ー
ク
体
や
、

さ
ら
に
そ
れ
を
崩
し
た
シ
ェ
キ
ャ
ス
テ
体
に
慣
れ
親
し
ま

ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
年
半
ほ
ど
イ
ラ
ン
に
留

学
し
た
時
、
古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
！
と
や
や
短
絡
的
な
発
想
か
ら

イ
ラ
ン
の
書
道
を
学
ぼ
う
と
決
意

し
た
。
偶
然
が
重
な
っ
て
、
イ
ラ

ン
で
も
大
変
有
名
な
書
道
家
で
あ

る
エ
ス
ラ
ー
フ
ィ
ー
ル
・
シ
ー
ル

チ
ー
先
生
に
習
う
こ
と
に
な
っ

た
。
イ
ラ
ン
（
や
ア
ラ
ブ
圏
）
の

書
道
は
、
伝
統
的
に
は
ネ
イ
と
呼

ば
れ
る
葦
の
先
端
を
削
っ
て
墨
を

つ
け
て
書
く
。
日
本
や
中
国
の
毛

筆
に
よ
る
書
道
と
は
異
な
る
。
私

は
子
供
の
頃
、
習
字
教
室
に
通
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
小
中

学
校
で
も
習
っ
た
。
そ
こ
で
先
生

に
よ
く
言
わ
れ
た
の
は
、「
二
度
書

き
は
絶
対
に
駄
目
」
だ
っ
た
。
二
度
書
き
し
た
箇
所
は
、

墨
の
に
じ
み
や
濃
淡
の
差
異
か
ら
後
で
わ
か
る
。こ
の「
原

則
」
に
は
、
擦
れ
の
美
し
さ
を
味
わ
う
日
本
人
の
美
意
識

や
、
一
度
の
機
会
を
大
切
に
す
る
と
い
う
「
潔
さ
」
が
表

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
日
本
の
子
供

た
ち
に
は
「
二
度
書
き
御
法
度
」
が
た
た
き
込
ま
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。

　

イ
ラ
ン
の
書
道
で
は
、
二
度
書
き
は
Ｏ
Ｋ
で
あ
る
。
先

生
も
ど
ん
ど
ん
二
度
書
き
す
る
。
三
度
書
き
だ
っ
て
ざ
ら

で
あ
る
。
二
度
書
き
し
た
こ
と
が
墨
の
濃
淡
か
ら
わ
か
っ

て
も
構
わ
な
い
。
一
度
し
か
書
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

原
則
は
な
い
、
形
を
整
え
る
こ
と
こ
そ
重
要
！　

毛
筆
と

（ルーミー〈モウラーナー〉『精神的マスナヴィー』の第一句目）

イランの小学校4年生の国語（ペルシア語）の教科書より
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異
な
り
、
葦
の
筆
で
は
、
墨
の
つ
き
が
不
十
分
で
擦
れ
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
迷
わ
ず
二
度
書

き
三
度
書
き
で
、
形
を
整
え
る
。

　

ち
な
み
に
私
は
、
先
生
の
ア
ト
リ
エ
に
通
っ
て
習
っ
て

い
た
が
、
毎
週
水
曜
日
の
午
後
に
、
先
生
が
教
え
て
い
る

教
室
に
通
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
イ
ラ
ン
の
書
道
教
室
で

も
日
本
の
教
室
と
同
じ
よ
う
に
添
削
を
し
て
も
ら
う
。
日

本
で
は
先
生
が
淡
々
と
朱
墨
で
直
す
と
い
う
印
象
が
あ
っ

た
。
し
か
し
イ
ラ
ン
人
は
お
し
ゃ
べ
り
で
あ
る
。
添
削
し

な
が
ら
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
。
五
人
し
か
並
ん
で
い
な
い
の

に
、
私
が
添
削
し
て
も
ら
う
ま
で
に
、
な
ん
と
二
時
間
近

く
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
！　

書
道
教
室
の
後
に
予
定

し
て
い
た
用
事
が
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

●
最
近
の
イ
ラ
ン
書
道
の
流
行
と
展
覧
会

　

近
年
の
イ
ラ
ン
書
道
で
は
、
書
と
そ
の
周
り
に
伝
統
的

な
装
飾
（
タ
ズ
ヒ
ー
ブ
と
い
う
）
を
施
す
と
い
う
昔
な
が

ら
の
作
品
だ

け
で
な
く
、

よ
り
絵
画
的

な
要
素
を
組

み
込
ん
だ
作

品
が
製
作
さ

れ
て
い
る
。

私
の
先
生
も

そ
う
し
た
作

風
を
積
極
的

に
広
め
て
い
る
旗
手
で
あ
る
。
紙
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン
バ

ス
地
に
書
き
、
さ
ら
に
油
彩
絵
の
具
で
周
囲
を
彩
る
。
さ

ら
に
墨
の
か
わ
り
に
金
色
の
絵
の
具
だ
っ
て
使
う
。
こ
れ

が
「
絵
画
的
書
道
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ラ
ン
書
道
の
最
近
の

流
行
で
あ
る
。（
裏
表
紙
も
参
照
）
こ
こ
十
数
年
ほ
ど
、

イ
ラ
ン
で
も
経
済
自
由
化
に
よ
り
富
裕
層
や
中
間
層
が
多

く
生
ま
れ
て
い
る
。
派
手
好
き
な
彼
ら
の
広
い
サ
ロ
ン
を

飾
る
た
め
に
、私
の
先
生
も
次
々
に
作
品
を
製
作
し
、ギ
ャ

ラ
リ
ー
、
美
術
館
、
さ
ら
に
は
瀟

し
ょ
う

洒し
ゃ

な
個
人
邸
宅
を
借
り

て
展
覧
会
を
開
い
て
い
た
。

●�

イ
ラ
ン
人
の
書
道
作
品
と
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
体
制
、

湾
岸
諸
国

　

イ
ラ
ン
人
の
書
道
で
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
、
サ
ァ
デ
ィ
ー
、

ル
ー
ミ
ー
（
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
）
と
い
っ
た
、
一
三
、
一
四

世
紀
の
有
名
な
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
の
作
品
を
書
く
こ
と
が

多
い
。
書
道
教
室
で
も
、
芸
術
作
品
で
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
私
の
先
生
だ
け
で
な
く
、
他
の
書
道
家
の
知
り
合

い
も
、
ス
ル
ス
体
と
い
う
「
厳
粛
な
」
書
体
を
用
い
て
イ

ス
ラ
ー
ム
の
聖
典
『
コ
ー
ラ
ン
』
の
章
句
を
書
き
作
品
に

し
て
い
た
。
装
飾
も
伝
統
的
で
地
味
で
あ
る
。
ど
う
も
当

今
の
一
般
的
イ
ラ
ン
人
の
美
的
嗜
好
と
は
若
干

違
う
。
そ
こ
で
、「
ど
う
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
の

コ
ー
ラ
ン
章
句
を
作
品
に
す
る
の
で
す
か
」
と

先
生
や
他
の
書
道
家
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
ひ
と
つ
は
、
イ
ラ
ン
国
内
の

官
庁
・
公
共
施
設
、
宗
教
指
導
者
が
顧
客
と
な
っ

て
い
る
と
の
こ
と
。
さ
す
が
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム

体
制
」
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ド
バ
イ
、

カ
タ
ル
や
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
、
湾
岸
の
お

金
持
ち
が
高
値
で
買
っ
て
く
れ
る
と
の
こ
と
。

な
る
ほ
ど
納
得
で
あ
る
。
私
の
先
生
も
、
急
に

教
室
を
休
ん
だ
か
と
思
っ
た
ら
、
ド
バ
イ
に

行
っ
て
い
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。
遊
び
で

は
な
く
て
、「
商
談
」
の
た
め
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

千
数
百
年
の
歴
史
を
も
つ
イ
ラ
ン
人
の
愛
す

る
書
道
も
、
機
敏
に
当
今
の
政
治
・
経
済
事
情

を
反
映
し
多
様
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
で

あ
る
。「
二
度
書
き
Ｏ
Ｋ
」
以
上
に
、
ず
っ
と
奥

が
深
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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