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五

七

調

の

成

立

に

つ

い

て

瀬

古

確

五
七
調
の
成
立
に
つ
い
て
は
既
に
色
々
の

説
が
行
は
れ
て
を
り
、

或

い
は
漢
詩
の
五
言
七
言
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
か
、
或

い
は
日

本
語

に
は
二
音
か
ら
成
る
語
が
多
く
、

こ
れ
を
二
つ
と
か
三
つ
組
合

は
せ
た
も

の
に
、
助
詞
を
加

へ
れ
ば
五
音
七
音
と
な
り
易

い
の
で
、

自
然

と
五
七
調
が
出
来
上
つ
た
も
の
と
か
言
は
れ
て
ゐ
る
。

漢
詩

の
影
響
に
つ
い
て
は
倉
野
憲
司
博
士
も

否
定
的
な
説
を
唱

へ

ら
れ
て
ゐ
る
。

(註

一
)
目
で
見
た
所
は
如
何
に
も
五
字
と
七
字
と

の
漢
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、
之
を
和
歌
に
応
用
し
て
五
音
七
音

の

歌
を
作

つ
た
と
す
れ
ば
、
単
な
る
模
倣
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
万

葉
の
用
字
法
か
ら
之
を
見
る
に
、

一
字

一
音
式
は
寧
ろ
新
し
い
表
記

法
で
あ
り
、
初
期
に
あ
つ
て
は
訓
読
式
の
書
法
が
そ
の
主
流
を
な
し

て
ゐ
た
所
ら
か
も
、
文
字

の
視
覚
面
か
ら
の
影
響
を
さ
ほ
ど
強
調
す

る
事
は
出
来
な
い
や
う
で
あ
る
。

日
本
語
の
性
質
か
ら

の
説
は
常
識
的
に
は

さ
も
と
思
は
れ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
語
学
専
攻

の
方
々
の
解
明
に
俟
ち
た
い

も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
に
は
記
紀

の
歌
謡
と
か
万
葉

の
歌

の
音
数
を
主
と
し
て

五
七
調
成
立
の

一
面
を
考

へ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
記
紀
の
歌
謡
は

一
音

一
字
で
書
記
せ
ら
れ
て
を
り
、
万

葉

の
如
く
音
数
の
ま
ぎ
ら
は
し
い
も
の
は
少

い
け
れ
ど
も
、
交
字
数

が
少
い
と
は
言

つ
て
も
、
今
日
の
訓

み
と
同
じ
時
間
で
こ
れ
を
吟
詠

し
た
も

の
と
は
俄
か
に
断
じ
が
た
い
所
で
あ
る
。

も
し
今
日
の
文
字

面
で
は
四
音

・
六
音
の
も
の
も
、

一
音
分

だ
け
ど
の
音
か
を
延
ば
し

て
詠
じ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
文
字
面
で
は
今
日
四
音
或
い
は
六
音
に

見
え
る
も
の
も
、

既
に
早
く
五
音
或

い
は
七
音
と
等
し
か
つ
た
わ
け

で
あ
る
。



し
か
し
記
紀

の
歌
謡

の
中
.に
は
既
に
五
七
調
の
も

の
も
か
な
り
見

受
け
ら
れ
、

一
方
で
は
五
六
調
に
歌
は
れ
る
も

の
が
、
他
方
で
は
五

七
調

に
歌
ひ
か
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
さ
へ
あ
つ
て
、

五
七
調
成
立
以

前

の
姿
を
多
分
に
伝

へ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
、

今
日
の
文

字
面

の

一
字
を
た
だ

一
音
の
音
価
と
し
て
考

へ
て
、
以
下
の
考
察
を

加

へ
た
い
の
で
あ
る
。

一
一

 

記

紀

の
歌

謡

を

見

る

に

、

整

つ
た

も

の
は

五
音

七
音

の
も

の
も

見

受

け

ら

れ

る

け

れ

ど

も

、

三
音

四

音

六
音

八
音

九
音

な

ど

の
も

の
も

亦

見

受

け

ら

れ

て

、

五

音

七
音

の
立

場

か

ら

之

を

見

れ

ば

、

未

だ

整

は

な

い
形

の
も

の
が

多

い

の

で

あ

る
。

し

か

し

大
体

に

お

い
て

短

長

の
組

合

は

せ

に

な

つ
て

を

り

、

五

七

調

成

立

の
過

程

を

示

し

て

ゐ

る

や
う

に
思

は

れ

る

の

で

あ

る
。

短

長

の

形

は

上

が

軽

く

下

が

重

い
調

子

で
あ

り

、

短
長

の
組

合

は

せ

は
当

然

五

七

調

の

成

立

を

予

約

し

て

ゐ

る
も

の

と
考

へ
ら

れ

る

の

で

あ

る

。

即

ち

短

長

の
組

合

は

せ
は

三

・
四

・
五

・
六
音

な

ど

を

短

句

と

し

て
考

へ
る
時

、

三

・
六

、

三

・
七

、

三

・
八
、

三

・
九

と

か

、

四

・

五

、

四

・
六

、

四

・
七

、

四

・
八

、

四

・
九

と

か

、

或

い

は

五

・

六

、

五

・
七

、

五

・
八

と
か

、

六

・
八

な

ど

が
見

受

け

ら

れ

る
。

し

か
し
中
に
は
少
い
例
で
は
あ
る
が
、
四

・
四

と

か
.五

・
三
、

五

・

四
、
五

・
五
と
か
、
又
は
六

二
二
、

六

・
四
、
六

・
五
と
か
の
も
の

も
あ
つ
て
、
長
短
の
傾
向
も
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

不
整
形
の

も
め
で
も
短
句
に
つ
図
く
に
長
句
を
以
て
し
た
も
の
が
圧
倒
的
で
あ

つ
て
、
そ
の
最
も
整

つ
た
形
が
五
七
調
の
姿

と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。例

へ
ば
八
千
矛
の
神

の
御
歌

(
岩
波
文

庫
記
紀
歌
謡
集
の
古
事
記

五
、
以
下
の
番
号
も
同
書
に
よ
る
)
を
見

て
も
、
四
十
八
句
中
二
十

九
句
は
五
と
か
七
と
か
の
整
形
で
あ
る
が

、
他
は
短
句
に
あ
つ
て
は

四
音
、
長
句
に
あ
つ
て
は
五
音
と
か
六
音

・
八
音
な
ど
の
も
の
も
亦

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
中
に

一
方
で
は

「
羽
敲
き

も
こ
れ
も
宜
は
ず
」
と
歌

つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、

六
句
を
隔
て
て

再
び
同
じ
や
う
な
短
長

の
組
合
は
せ
の
繰
返
し
を
行

ふ
に
当
っ
て
は

「
羽
敲
ぎ
も
こ
も
宜
は
ず

」
と
五
音

・
六
音
を
以
て
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
即
ち

一
方
で
は
五

・
七
に
歌
ひ
、

一
方
で
五

・
六
に
歌

つ
て

ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、

不
整
形
よ
り
整
形

へ
の
推
移

の
痕
跡
を
同

一
の

歌
句
に
よ
つ
て
示
し
て
ゐ
る
も

の
と
し
て
興

味
が
あ
る
。

五
七
調

の
成
立
に
は
こ
の
短
長
の
組
合

は
せ
が
基
礎
と
な
つ
て
ゐ

る
の
で
は
あ
る
が
、
特
に
五
七
調
を
形
造

る
に
あ
た
つ
て
作
用

し
た

と
思
は
れ
る
…幾
つ
か
の
場
合
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

即
ち
五
七
調
の
成
立
に
あ
た
つ
て
は
短
長

の
組
合
は
せ
の
長
句
で

言
ひ
切
る
事
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
次

の
や
う
な
幾
つ
か
の
場



合
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先

づ
第

一
に
は
短
長
二
句
に
よ
つ
て
あ
る
事
を
提
言
し
、
次

の
短

長
長
句
に
於
い
て
そ
の
理
由
を
述

べ
る
場
合
で
あ
る
。

我
が
夫
子
が
来
べ
き
夕
な
り
。

小
竹
が
根
の
蜘
蛛
の
行
ひ
今
脊

・し
る
し
も

(
紀
六
五
、
衣
通
郎
姫

の
歌
)

の
如
き
が
そ
の
例
で
あ
つ
て
、
前
二
句
に
あ
つ
て
は
、

我
が
夫
の
必

ず
今
脊
訪
れ
て
来
る
筈
だ
と
提
言
し
、

そ
の
理
甲
と
し
て
小
竹
の
根

の

「
蜘
蛛
の
行
ひ
」
の
著
し
い
事
を
挙
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
か

る
例

は
万
葉
集
に
も
多
く
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。

我
が
王
物
な
お
も
ほ
し
。

す
め
が
み
の
つ
ぎ
て
た
ば

へ
る
吾
な

け
な
く
に

(巻

一
・
七
七
)

馬
な
い
た
く
打
ち
て
な
行
き
そ
。

け
な
ら

べ
て
見
て
も
わ
が
ゆ

く
志
賀
に
あ
ら
な
く
に

(巻
三

・
二
六
三
)

零
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
。
吉
隠
の
猪
養

の
岡

の
寒
か
ら
ま

く
に

(巻
二

・
二
〇
三
)

萱
草
吾
が
紐
に
つ
く
。

香
具
山
の
故
り
に
し
里
を
忘
れ
ぬ
が
た

め

(巻
三

・
三
三
四
)

な
ど
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

次

に
前
二
句
に
よ
つ
て
原
因
を
、
後
三
句

に
よ
つ
て
結
果
を
述
べ

る
場
合
も

夕
さ
れ
ば
塩
満
ち
来
な
む
。

住
吉

の
浅
香
の
浦
に
玉
藻
苅
り
て

な

(
巻
二

●
=

二

)

の
加
く
そ
の
例
が
あ
り
、
そ
の
逆

に
結
果

を
前
二
句
で
言
ひ
切
り
、

そ
の
原
因
を
後
三
句
で
歌
つ
た
も
の
も

浦
さ

ぶ
る
心
さ
ま
ね
し
。
久
方
の
天

の
し
ぐ
れ
の
流
ら
ふ
見
れ

ば

(巻

一
・
八
二
)

の
如
く
見
受
け
ら
れ
て
、

共
に
五
七
調
成

立
の

一
因
を
な
し
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。

更
に
前
二
句
に
よ
つ
て
大
ま
か
に
写
し
、
後
三
句
に
お
い
て
之
を

細
か
に
描
く
と
言

つ
た
場
合
も

古
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
。
弓
絃
葉

の
三
井

の
上
よ
り
鳴
き
渡
り
ゆ

く

(
巻
二

・
一
一
一
)

妻
も
あ
ら
ば
採
み
て
た
げ
ま
し
。・
佐
美
の
山
野
上
の
う
は
ぎ
過

ぎ
に
け
ら
ず
や

(巻
二

・
二
二

一
)

の
如
く
見
受
け
ら
れ
、
上
の
句
に
第

一
希

望
を
下
句
に
第
二
希
望
を

述

べ
た
も
の
も

吾
が
欲
り
し
野
島
は
み
せ
つ
。

底
深
き
阿
胡
根
の
浦

の
珠
ぞ
拾

は
ぬ

(巻

一
・
=
一
)

直
の
逢
は
あ
ひ
か
つ
ま
し
じ
。

石
川

に
雲
立
ち
渡
れ
見

つ
つ
偲

ば
む

(
巻
二
・
二
二
五
)

な
ど
の
如
く
そ
の
例
に
乏
し
く
な
い
。

或

い
は
上
の
句
に
よ
つ
て
自
ら
問
ひ
、

下
の
句
に
お
い
て
自
ら
答

へ
る
所
謂
自
問
自
答
の
歌
も
亦

吾
が
背
子
は
何
処
行
く
ら
む
。

お
き

つ
も
の
な
ば
り
の
山
を
今



日
か
こ
ゆ
ら
む

(
巻

一
・
四
三
)

.

の
如

く
五

七

調

を
成
立
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
て

ゐ

る
や

う

で

あ

る
。猶

初
句
二
句
に
詠
歎
し
て
三
句
以
下
に
そ
の
理
由
を
示
す
場
合
も

こ
こ
に
し
て
家
や
も
い
つ
く
。

白
雲
の
棚
引
く
山
を
越
え
て
来

に
け
り

(
巻
三

・
二
八
七
)

吾
が
盛
復
変
若

め
や
も
。

殆
に
な
ら

の
京
師
を
見
ず
か
な
り
な

む

(巻
三

・
三
三

一
)

吾
が
命
も
常

に
あ
ら
ぬ
か
。

昔
見
し
象

の
小
川
を
行
き
て
見
む

た
め

(
巻
三
・
三
三
二
)

の
如

く
五

七
調

を
成
立
さ
せ
る
の
に
役
立

つ
て
ゐ

る

や
う

で

あ

る
。猶

初
句

二
句

に
詠
歎
し
て
三
句
以
下
に
そ
の
理
由
を
示
す
場
合
も

こ
こ
に
し
て
家

や
も
い
つ
く
。

白
雲
の
棚
引
く
山
を
越
え
て
来

に
け
り

(
巻
三

・
二
八
七
)

吾
が
盛
復
変
若
め
や
も
。

殆
に
な
ら

の
京
師
を
見
ず
か
な
り
な

む

(巻
三

・
三
三

一
)

吾
が
命
も
常

に
あ
ら
ぬ
か
。

昔
見
し
象

の
小
川
を
行
き
て
見
む

た
め

(巻
三

・
三
三
二
)

の
如

く
五
七
調
を
形
造

る
の
に
有
力
で
あ
り
、
初
二
句
に
呼
び
か
け

を
持

っ
場
合
も
亦

大
魚
よ
し
鱒
衝
く
海
人
。

其
が
荒
れ
ば
心
恋
し
け
む
鮨
衝
く
鮪

(
記

一
一
一
)

天
飛
む
軽
の
嬢
子
。

甚
泣
か
ば
人
知

り
ぬ
べ
し
波
佐
の
山
の
鳩

の
下
泣
き
に
泣
く

(記
八
四
)

の
如
く
第

二
句
が
言
ひ
切
り
と
な
り
、
自

ら
五
七
調
を
成
す
の
で
あ

る
。但

し
後

の
歌

は
四
六
調
を
示
し
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
う
ち

「
天
飛
む
」
は
後

に
は
自
ら

「
天
飛

ぶ
や
」
と
な
つ
て
を
り
、

四
六

調
の
五
七
調
に
遷
る
過
渡
の
姿
で
あ
る
事
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。

更
に
リ
フ
レ
ー
ン
を
伴

ふ
の
は
、
特
に
古
代
歌
謡
の
謡
物
と
し
て

の
性
質
を
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
、第

二
句
を
第
四
句
叉
は
第
五

句
に
お
い
て
反
覆
す
る
場
合
も
亦

五
七
調
成
立

の

一
助
と
な
つ
て
ゐ

る
や
う
で
あ
る
。

難
波

人
鈴
船
と
ら
せ
。
腰
な
つ
み
そ
の
船
と
ら
せ
。

大
御
船
執

れ

(紀
五

一
)

多
遅
比
野
に
寝
む
と
知
り
せ
ば
、

防
壁
も
持
ち
来
ま
し
も
の
寝

む
と
知
り
せ
ば

(
記
七
六
)

.

麻
裳
よ
し
紀
人
羨
し
も
亦
打
山
行
き

来
と
見
ら
む
紀
人
羨
し
も

(巻

一
・
五
五
)

吾
は
も
や
安
見
児
得
た
り
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
安
見
児
得

た
り

(巻
二

・
九
五
)

な
ど

の
如
き
は
そ
の
例
で
あ
る
。

又
長
歌
に
お
い
て
屡
々
対
句

の
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
事
も
、

五

.
七



の
連

続

を
緊

密

に

し

、

七

と

五

と

の
続

き

を
防

い
で

ゐ

る
も

の

と
思

は

れ

る

の
で

あ

り

、

こ

れ

も

亦

五

七
調

の
成

立

に
力

強

く
役

立

つ
て

ゐ

る

も

の

の
如

く

で

あ

る
。

三

 

五
七
調
は
特
に
記
紀
万
葉
の
時
代
に
栄
え
、

七
五
調
は
古
今

・
新

古
今

と
時
代
を
下
る
と
共
に
急
速
に
そ
の
勢
力
を
倍
加
し
て
来
て
ゐ

る
事

は
周
知
の
事
で
あ
る
が
、

(
註
二
)
七
五
調
も
人
麿
な
ど
は
好

ん
で
之
を
用
ゐ
て
を
り
、

枕
詞
と
か
序
詞
と
か
対
句
な
ど
の
使
用
と

と
も

に
、
修
辞
に
腐
心
し
た
人
麿
の
偉
大
さ
を
物
語
る
も
の
と
し
て

注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

(
註
三
)
万
葉
に
あ
つ
て
も
、
赤
人
な
ど
は

二
句
切
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

三
句
切
三
三
i
パ
セ
ン
ト
を
示
し
て
ゐ

る
の
に
対
し
て
、
人
麿
は
二
句
切
の
作
品
四

一
パ
ー
セ
ン
ト
、

三
句

切
の
作
品
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
も
の
し
て

ゐ

る

の
で

あ

る
。

(註

四
)七

五
調
の
成
立
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
の
で
、

(註
五
)
こ
こ

で
は
五
七
調
の
成
立
に
つ
い
て
些
か
そ

の
試
案
を
考

へ
て
み
た
の
で

あ
る
。
た
ま
た
ま
郷
里

に
あ
つ
て
材
料
も

十
分
手
許
に
な
い
の
で
他

日
の
補
正
を
期
し
て
ゐ
る
。

(
昭
和
三

一
・
九

・
五
稿
)

註

一
、
万
葉
集
大
成
第
十

一
巻
特
殊
研
究
篇

[万
葉
集
と
上
代
歌
謡
」
を

参
照

註

二
、
五
七
調
七
五
調
の
統
計

に
つ
い
て
は
拙
著

「
大
伴
家
持

の
研
究

」

一
一
四
頁
並

に
万
葉
集
大
成
第

二
十
巻
美
論
篇
所
収

の
拙
稿

「
歌
格

の
上
か
ら

観
た
万
葉
美

」
を
参
照

註

三
、
万
葉
集

大
成

第
二
十
巻
美
論
篇
所
収

の
拙
稿

「
歌
格

の
上
か
ら
観

た
万
葉
美
」
を
参

照
。

註
四
、
万
葉
第
十

四
号
所
収

の
拙
稿

「
七
五
調

の
成
立

に

つ
い
て
」
を
参

照
。

二
九


