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㈠
　『
和
泉
式
部
日
記
』
冒
頭
部
試
論

は
じ
め
に

『
和
泉
式
部
日
記
』（
以
下
『
日
記
』）
の
冒
頭
歌
、

薫
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
時
鳥
聞
か
ば
や
同
じ
声
や
し
た
る
と
（
日
記
・
一
・
女
／
正
集
・
二
二
六
）

は
、「
宮
」
の
使
い
で
小
舎
人
童
が
持
っ
て
き
た
橘
の
花
を
見
た
「
女
」
が
古
歌
、

五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
（
古
今
・
夏
・
一
三
九
・
讀
人
不
知
）

を
想
起
し
「
昔
の
人
の
」
と
口
ず
さ
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
小
舎
人
童
が
「
宮
」
へ
の
返
事
を
催
促
し
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、『
和
泉
式
部
集
全
釈1
』（
以
下
『
全
釈
』）
が
提
示
し
た
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

橘
の
薫
り
に
、
亡
き
人
を
む
な
し
く
し
の
び
ま
す
よ
り
は
、
い
っ
そ
直
接
お
目
に
か
か
り
ま
し
て
、
亡
き
宮
と
御
兄
弟
に
当
た
ら
れ

ま
す
あ
な
た
が
、
弾
正
の
宮
さ
ま
と
同
じ
お
声
か
ど
う
か
、
う
か
が
っ
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
の
。

冒
頭
歌
下
句
の
「
聞
か
ば
や
同
じ
声
や
し
た
る
と
」
を
、「
故
宮
」
と
「
宮
」
の
声
が
同
じ
か
否
か
を
問
い
つ
つ
、
実
際
は
、「
宮
」
の

声
を
お
聞
き
し
た
い
と
「
女
」
が
誘
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
全
講
和
泉
式
部
日
記2
』
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
直
接
お
目
に
か
か
り
た
い
」
と
い
う
積
極
的
な
誘
い
を
読
み
取
る
も
の
も
含
め
る
と
、
こ
の
『
全
釈
』
が
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と
、「
故
宮
」
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
「
女
」
の
描
か
れ
方
か
ら
す
る
と
、「
女
」
が
積
極

的
に
誘
い
の
和
歌
を
詠
じ
た
と
断
ず
る
こ
と
に
た
め
ら
い
と
同
時
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
歌
に
対
す
る
返
し
と
し
て
、「
宮
」
は

同
じ
枝
に
鳴
き
つ
つ
を
り
し
時
鳥
声
は
変
は
ら
ぬ
も
の
と
知
ら
ず
や
（
日
記
・
二
・
宮
）

と
詠
じ
て
お
り
、「
鳴
き
つ
つ
を
り
し
」
と
過
去
を
持
ち
出
し
て
「
故
宮
」
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
動
か
し
難
い
。
し
か
し
、
そ
れ

と
、「
女
」
の
和
歌
と
を
同
一
レ
ベ
ル
で
論
じ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
宮
」
の
歌
の
「
同
じ
枝
」
が
「
故
宮
」
の
存
在
を
か

な
り
明
確
に
意
味
し
て
い
る
が
た
め
に
、「
女
」
の
歌
が
こ
の
「
宮
」
の
歌
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
、
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
和
歌
に
付
い
て
は
、
そ
の
曖
昧
性
か
ら
既
に
様
々
な
御
論6
が
あ
る
。
本
稿
で
は
先
学
の
驥
尾
に
付
し
つ
つ
、
一
旦
こ
の
『
日
記
』

冒
頭
歌
を
和
泉
式
部
と
い
う
人
物
と
切
り
離
し
、
一
首
の
和
歌
と
し
て
い
か
に
解
釈
で
き
る
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

一
　「
同
じ
声
」
の
意
味
す
る
も
の

『
日
記
』
冒
頭
歌
が
、「
宮
の
声
を
聞
き
た
い
」
と
解
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、「
同
じ
声
」
と
い
う
表
現
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
「
同
じ
声
」
に
つ
い
て
『
全
釈
』
は
、『
夜
の
寝
覚
』
を
例
と
し
て
あ
げ
て
、「
同
母
を
意
味
す
る
「
同
じ
腹
」
な
ど
の

言
ひ
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
影
響
で
あ
ら
う
」、「
兄
弟
関
係
に
あ
る
事
を
も
、
又
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ

れ
、
ま
た
、
小
松
登
美7
氏
も
「
平
安
時
代
「
同
じ
…
…
」
で
兄
弟
を
示
す
事
が
多
い
。
こ
こ
も
、「
同
じ
声
」
で
、
帥
宮
と
弾
正
宮
と

き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
点
を
暗
示
し
た
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、『
全
釈
』
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
さ
れ
た
、
森
重
敏8
氏
は
、

提
示
し
た
解
釈
の
方
向
は
、『
和
泉
式
部
日
記3
』
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
和
歌
が
入
集
し
た
『
千
載
和
歌
集4
』
を
含
め
、
多
く
の
注
釈
書

で
、
現
在
も
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
日
記
』
を
読
み
進
め
て
行
く
と
、
冒
頭
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
大
胆
な
歌
を
詠
じ
た
「
女
」
と
、
こ
の
あ
と
描
か

れ
る
「
女
」
と
の
間
に
生
じ
る
違
和
感
を
ど
う
し
て
も
拭
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
和
歌
を
詠
ず
る
直
前
、「
女
」
は
「
こ
と
ば
に
て
聞
こ
え
さ
せ
ん
も
か
た
は
ら
い
た
く
」、「
は
か
な
き
こ
と
を
も
」
と
思
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
女
」
は
和
歌
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
こ
そ
返
事
が
許
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
と
う
て
い
大
胆
な
誘

い
の
和
歌
を
詠
み
か
け
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い5
。
ま
た
、
こ
の
後
、「
女
」
と
「
宮
」
が
初
め
て
逢

瀬
を
持
つ
直
前
の
文
の
や
り
取
り
の
中
で
、「
宮
」
が
「
あ
は
れ
な
る
御
物
語
聞
こ
え
さ
せ
に
、
暮
に
は
い
か
が
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、

「
女
」
は
、な

ぐ
さ
む
と
聞
け
ば
語
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
身
の
憂
き
こ
と
ぞ
言
ふ
か
ひ
も
な
き
（
日
記
・
六
・
女
）

生
ひ
た
る
蘆
に
て
、
か
ひ
な
く
や
。（
日
記
・
一
三
頁
）

と
返
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
さ
あ
ど
う
ぞ
」
と
応
じ
て
し
ま
え
ば
、『
日
記
』
自
体
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
が
、「
声
が
聞
き
た
い
」
と
「
女
」
自
ら
が
積
極
的
に
誘
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
断
り
の
理
由
に
「
故
宮
」
へ
の
追
慕
に
泣
き
濡
れ

て
い
る
と
す
る
の
は
や
や
不
自
然
な
感
を
免
れ
な
い
。
拒
絶
で
は
な
く
、「
語
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
」、
語
り
合
い
た
い
気
持
ち
は
あ
る
が
と

応
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
冒
頭
歌
を
詠
じ
た
「
女
」
ら
し
い
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
得
る
も
の
の
、
逢
瀬
を
持
っ
た
後
も
、

「
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
有
様
か
な
、
故
宮
の
さ
ば
か
り
の
た
ま
は
せ
し
も
の
を
」
と
か
な
し
く
て
、

思
ひ
乱
る
る
ほ
ど
に
…
…
（
日
記
・
一
五
頁
）


