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「光

源
氏
は
琵
琶
を
弾
か
な
い
。
」

私

が
、
こ
の
修
士
論
文
に
お

い
て
、
こ
の
テ
ー

マ
を
選
ん
だ
の
は
、
『源
氏
物
語
』
に
お

い
て
、
他

の
楽
器
に
お
い
て
は
最
も
演
奏
回

数
の
多

い
光
源
氏
が
、
物
語
中
三
十
九
例
見
ら
れ
る

「琵
琶
」
を
何
故

一
度
も
演
奏
し
な
か

っ
た
の
か
に
つ
い
て
疑
問
に
思

っ
た
か
ら
で

81

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

『源
氏
物
語
』
に
お

い
て

「琵
琶
」
を
演
奏
す
る
者
は
、
ど
ん
な
者
た
ち
な
の
で
あ
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
ら
の
者
に
何
か
の
共
通
点
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
本
文
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
者
と
光
源
氏
と
を
比
較
し
て
み
た

い
。
さ
ら
に
、
「琵
琶
」
と

い
う
楽
器
が
当
時
日
本
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
以

て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た

の
か
も
考

え
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
中
国
に
お
け
る

「
琵
琶
」
と

い
う
も
の
を
手
が
か
り
と
し
た

い
。
そ
し

て
さ
ら
に
、
『源
氏
物
語
』
以
前
、
以
後

の
物
語
に
つ
い
て
の

「琵
琶
」

の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
も
検
証
し
、
『源
氏
物
語
』
も
含
め
、
平

安
期

の
物
語
文
学
に
お

い
て
、
「琵
琶
」
と

い
う
楽
器
が
ど
の
よ
う

に
当
時

の
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
日
本
の

「琵
琶
」
に
先
立
ち
、
中
国
に
お
け
る

「
琵
琶
」
の
受
容
を
考
え
て
み
る
。
後
漢

の
時
代
の
書
、
『
風
俗
通
義
』
に
は

「琴
」

に
関

し
て
は
、
「琴
者
樂
之
統
也
與
八
音
並
行
然
君
子
所
常
御
者
琴
最
親
密
不
離
於
身
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
「
琵
琶
」
に
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関
し

て
言
え
ば
、
「謹
按
此
近
世
樂
家
所
作
不
知
誰
也
手
枇
杷
因
以
爲
名
長
三
尺
五
寸
法
天
地
人
與
五
行
四
絃
象

四
時
」
と
あ
る
だ
け
で

あ
り
、
「
琴
」
な
ど
は
当
時
よ
り
か
な
り
重
ん
じ
ら
れ
た
楽
器
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
「琵
琶
」
は
ま
だ
新
し
い
楽
器
に
と
ど
ま
り
、
さ
ほ

ど
重

要
視
さ
れ
る
楽
器
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
の
あ
る
。
唐
代
の
詩
人
に
目
を
向
け
て
も
、
王
翰

に

一
つ
、
孟
浩
然
に
も

一
つ
、
王
維
や
李
白
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
杜
甫

に
お

い
て
も
王
昭
君
を
歌

っ
た
詩

一
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
中
で
、
初
め
て

「琵

琶
」

と
人
間
が
深
く
直
接
的
に
関
わ

っ
て
い
る
事
を
詩
に
し
た
の
が
、
白
楽
天
の

「
琵
琶
行
」
で
あ

っ
た
。

で
は
、
日
本

に
目
を
向
け
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
に
い
つ
ご
ろ

「
琵
琶
」
が
入

っ
て
き
た
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
正
倉
院
御

物
に

「世
界
で
唯

一
現
存
し
て
い
る
五
弦
琵
琶
」
で
あ
る

「螺
鋼
紫
檀
五
絃
琵
琶
」
を
始
め
い
く

つ
か
の
琵
琶
が
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
奈

良
時
代
す

で
に
、
日
本
に

「
琵
琶
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
当
時
の

「令
」
の
記
述
の
中
に
も
雅
楽
寮
に
お
い
て
、
「
琵

琶
」

が
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

『古
事
記
』
、
『日
本
書
紀
』
な
ど
で
は
、
す

で
に
同
じ
弦
楽

器
で
あ
る

「琴
」

(こ

こ
で
は

「和
琴
」
)
が
、
人
間
を
超
越
す
る
力
を
持

つ
重
要
な
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
も
同
じ
く
弦
楽
器
の

一
つ
で
あ

る

『泰
箏
相
承
血
脈
』
に
見
ら
れ
る

「箏

の
琴
」
の
伝
承
に
は
、
仁
明

・
文
徳

・
清
和

・
醍
醐
天
皇
な
ど
の
名
が
見
ら

れ
る
の
に
対
し
、
「琵

琶
」
の
伝
承
を
記
録
し
た

『琵
琶
血
脈
』
に
は
、
天
皇

の
名
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
(天
皇
に
関
係
す
る
の
は
後
高
倉
院

の
み
で
あ
る
。
)

相
馬

万
里
子
氏
は
論
文

「
『代

々
琵
琶
秘
曲
御
伝
授
事
』
と
そ
の
前
後
-
持
明
院
統
天
皇
の
琵
琶
l
」
の
中
で
、
「
琵
琶
」
が
、
盛
ん
に
演

奏
さ

れ
る
の
は
、
藤
原
師
長
が
登
場
す
る
平
安
後
期
頃
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
、
天
皇
が

「
琵
琶
」
の
秘
曲
を
初
め

て
伝
授
さ
れ
た
の
は
後

鳥
羽

上
皇
で
あ
り
、
「帝
王
学
」
と
し
て

「琵
琶
」
が
そ
の
地
位
を
築
く
の
は
、
後
深
草
天
皇
以
後

の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

平
安
初
期
、
「琵
琶
」
が
中
国
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
未
だ
そ
の
確
固
た
る
地
位
を
築

い
て
い
な
か

っ
た
こ
と
は
、
他

に

『
日
本
三
代
実
録
』

の
藤

原
貞
敏
の
莞
卒
伝
記
や
、
『禁
秘
抄
』
、
『文
机
談
』
か
ら
の
記
述
か
ら
も
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

82
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源

氏
以
前

の
物
語
で
あ
る

『宇
津
保
物
語
』

に
お

い
て
の

「琵
琶
」
は
、
『源
氏
物
語
』
よ
り
も

「
琵
琶
」
の
用
例
は
多

い
な
が
ら
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
の
楽
器
と

の
合
奏

の
場
面

で
、
他

の
楽
器
に
合
わ
せ
て
弾
く
と

い
う
程
度

の
扱
わ
れ
方
し
か
し
て
い
な
い
。
『落
窪

物
語
』

に
い
た

っ
て
は
、
「横
笛
」
や

「箏
の
琴
」
が
重
要
な
楽
器
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
「琵
琶
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
見
ら
れ
な

い
。
ち
な
み
に

『竹
取
物
語
』
に
も
は

「
琵
琶
」
の
用
例
は
全
く
見
ら
れ
な

い
。

し

か
し
、
逆
に

『源
氏
物
語
』
以
後
の
物
語
文
学
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
状
況
は

一
変
す
る
。

『浜
松
中
納
言
物
語
』
に
な
る
と
、
「琵
琶
」
は
主
人
公

の
中
納
言
が
弾
く
楽
器
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
日
本
に
戻

っ
た
後
も
中

国
に
滞
在
し
て
い
た
と
き

に
聞

い
た
、
五
の
君
の

「琵
琶
」
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
中
納
言
が

「琵
琶
」
の
音
を
聞
い
た
と
き
に
は
、
あ
わ
せ

て
中

国
に

い
た
頃
全
体
を
思

い
出
す
と

い
う
形
で

「琵
琶
」
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
人
に
何
か
を
伝
え
た
い
と
き
、
「琵
琶
」
の
音
色
を
も

っ

て
相
手

に
自
ら
の
気
持
ち
を
伝
え
る
と

い
う
場
面
も
何
例
か
見
ら
れ
る
。
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も
う

一
つ

『堤
中
納
言
物
語
』
で
は
、
「琴
」

の
用
例

一
つ
に
対
し
て
、
「
琵
琶
」
の
用
例
は
二
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
例
と
も

「琵

琶
」
が
ま
ず
演
奏
を
し
、
続

い
て
他
の
楽
器
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
加
わ

っ
て
い
く
と

い
っ
た
形
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『源
氏

物
語
』

の
以
前
以
後

で
は
、
「
琵
琶
」

の
物
語
に
お
け
る
位
置
に
多
少
な
ら
ぬ
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
中
間
に
位

置
す

る

『源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「琵
琶
」

の
描
か
れ
方
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

「
光
源
氏
は
琵
琶
を
弾
か
な
い
」
と

い
う
こ

と
に
関
す
る
答
え
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『源
氏
物
語
』

の

「琵
琶
」
の
描
か
れ
方
の
特
性
は
大
き
く
分
け
て
二

つ
あ
る
。
ま
ず

一
つ
は
、
「琵
琶
」
が
合
奏
の
中
で
用

い
ら
れ

る
場
合

で
あ
る
。
楽
器
を
誰
が
担
当
し
た
か
明
確
な
場
合

の
例
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
と
そ

の
担
当
者
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。
[
口

]

は
巻
名

で
あ
る
。
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(光
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こ
う
見
て
く
る
と
、
明
ら
か
に
光
源
氏
の
み
な
ら
ず
、
院

や
頭
中
将
な
ど
社
会
地
位
が
高

い
人
物
が
、
「琴
」

や

「和
琴
」
な
ど
を
差

し
置

い
て

「
琵
琶
」
を
弾
く
こ
と
は
な

い
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
「琵
琶
」
は
身
分
の
低

い
者

の
み
が
弾
く
楽
器
で
あ
る
と

い
っ
た
こ
と
で
は
決
し
て
な

い
。
弦
楽
器
な
ら
弦
楽
器
の
中
で
、
優
先
順
位
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
そ

の
場

に
い
る
者
に
よ

っ
て
自
然
と
上
か
ら
楽
器
の
担
当
が
決
ま

っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
現
に

「光
源
氏
は
琵
琶
を
弾
け

な

い
者
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
「絵
合
」
の
巻

の
源
氏

の
弟
君
で
あ
る
師
宮
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
事
は
、
前
述
し
た

「琵
琶
」
の
楽
器
の
時
代
性
が
物
語
世
界
に
見
事

に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
山
田
孝
雄
氏
が

『源
氏
物
語
の
音
楽
』
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
た

『源
氏
物
語
』
の
音
楽
世
界
は
、

一
条
朝
の
頃
の
も
の
で
は
な
く

、
平
安
初
期

の
延
喜

・
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天
暦

の
頃

の

「時
代
物
」
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
に
も

つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は

「琵
琶
」
を
弾
く
心
得
が
あ

っ
て
も

敢
え

て
琵
琶
を
弾
く
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

も

う

一
つ
の

『源
氏
物
語
』

に
お
け
る

「琵
琶
」
特
性
は
、
「明
石

一
族
」
と

「宇
治
八
の
宮
家
」
の
弾
く

「
琵
琶
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
言

い
換
え
れ
ば
、
都
よ
り
凋
落
し
た
家
が
、
都
よ
り
離
れ
た
土
地
に
て
伝
え
て
い
る

「琵
琶
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
葉
を

補
え

ば
、
『源
氏
物
語
』

に
お
け
る
物
語
世
界
を
形
成
す
る
上
で
、
そ
の
人
物
造
形

に
深
く
関
わ
る
、
い
わ
ば
そ

の
人
個
人

の
存
在
証
明

と
し
て
の

「
琵
琶
」
な
の
で
あ
る
。

「
ひ
が
者
」
と
言
わ
れ
た
父
明
石
入
道

の

一
族
再
興
の
願
を
受
け
、
常
に
ひ
か
え
め
に

「心
お
き

て
」
を
持
ち
続
け
な
が
ら
、
明
石
の

君
は
娘
の
入
内
、
そ
し
て
春
宮
出
産
と

い
う
形
で
、

一
つ
の
幸
福
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
最
後
ま
で
明
石
の
君
自
身
が
決
し
て

表
に
出
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
中
で

「若
菜
下
」
の
巻
に
お
け
る
六
条
院
の
女
楽
に
お

い
て
、
明
石
の
君
は

「琵
琶
」
を
担
当
す
る
。
86

確
か
に
立
場
か
ら
言
え
ば
、
琴
を
担
当
す
る
女
三
の
宮
、
和
琴
を
担
当
す
る
紫
の
上
、
そ
し
て
自
分
の
娘
で
あ
り
な
が
ら
も
、
帝
の
春
宮

を
出

産
し
た
明
石
の
女
御
に
劣
る
も
の
の
、
楽
器
そ
の
も

の
の
腕
前
は
、
「
い
つ
れ
と
な
き
な
か
に
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
明
石
の
君
の

「
琵

琶
」

が
ま
ず
最
初

に
、
「す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
」
と
評
価
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
撲
さ
ば
き
は

「神
さ
び
た
る
手
つ
か
ひ
」
と
ま
で
賞
賛
さ

れ
る
。
今
ま

で
他

の
楽
器
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
楽
器
が
、
明
石
の
君
の
力

に
よ
り

一
躍
脚
光
を
浴
び
、
「琵
琶
」

が

一
つ
の
楽
器
と
し
て

初
め
て
物
語

の
中
心
に
語
ら
れ
た
瞬
間
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
都
か
ら
凋
落
し
た
者
が
弾
く

「琵
琶
」
と

い
う
も
の
は
、
白
楽
天
の

「
琵
琶
行
」
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
詩

は
白
楽
天
自
身
、
罪
を
問
わ
れ

一
時
都
か
ら
離
れ
て
い
た
と
き
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
女
性
の
弾
く

「琵
琶
」
に
惹
か
れ

創
作

さ
れ
た
。

一
方
光
源
氏
も
権
力
闘
争

の
中
、
都
を
離
れ
た
失
意
の
中
で
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
境
遇

の
明
石

一
族

の

「琵
琶
」
の
調



べ
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
光
源
氏
が
、
「琵
琶
を
敢
え

て
弾
か
な

い
」
こ
と
は
、
紫
式
部
が
明
石
の
君
と
そ
の
父
入
道

の
物
語

世
界

に
お
け
る
人
物
造
形
の
上
で
、
「琵
琶
」
を
彼
ら
の
存
在
証
明
と
し
て
重
要
視
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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