
「
明
星
」
初
期
論
序
説

尾

崎

左
永
子

与
謝
野
鉄
幹

を
中
心
と
す

る
詩

歌
結
社

「
東
京
新

詩
社
」
が

、
機

関
誌

「
明

星
」

を
創

刊

し
た
の
は
明

治

三
十
三
年

四
月

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
最
初

は
新

聞

型
十

六

ペ
ー
ジ

の
簡
素

な
も

の
な
が
ち
、
和
歌
革

新

の
意
気

に
支
え
ら
れ
、

六
号

に
至

っ
て
四
六
倍
判

六

十

八

ペ
ー
ジ

の
堂

々
た
る
雑
誌
と
な
り
、
消

長
を
経

つ
つ
も
明
治

四
十

一
年

十

一
月

の
百
号
終
刊

に
至

る

ま

で
、
詩
歌
壇

に
大
き

な
影
響
を
与
え

つ
づ

け
た
。

そ

の
後
大

正
十
年

の
第

二
次

「
明
星
」
、

昭
和

二
十

二
年

の
第

三
次

「
明
星
」

の
発
刊
が
あ

っ
た
が
、

い

ず
れ
も
影
響
力

は
も
た
な

か

っ
た
。

こ
こ
で
い
う

「
明
星
」

は
第

一
次

の
百
号
ま

で
を

対
象
と
す

る
が
、

そ

の

「
初
期
」

と
は
、
創
刊
号

か

ら
、
「
明

星
」

の
声
価

の
よ
う
や

く
確
立

し

た
明
治

三
十

四
年
末
、

「
明
星
十

八
号
」

ま

で

の
期

間
を
筆

者

は
想
定

し
て

い
る
。
紙
数
が

な

い
の
で
こ
こ
で
は

現
在
筆
者
が
考

え

て
い
る

「
明
星
」

初
期

の
際
立

っ

た
特
色

を
列
記
す

る
こ
と
に
と
ど
め

る
こ
と

を
お
許

し
頂
き

た

い
。

「
明
星
」

百
号

の
活
動
期

は
た
か
だ

か
十
年

の
短

期

問

に
す
ぎ

な

か

っ
た
。

し
か
し
、
そ

の
短
期

間

に
、

千
年

の
伝
統
を
も

ち
、

そ

の
形
骸
化

の
中

に
束
縛
さ

れ

て

い
た
和
歌
を
、

み
ご
と

に
呪
縛

か
ら
解

き
放

っ

た
功
績

は
奇
蹟

に
近

い
。

し
か
も
そ

の
中

か
ら
数
多

の
新

し

い
作
家

た
ち
を
生

み
、
そ

の
影

響
は
単

に
短

歌

の
分
野

に
止

ま
ら
ず

、
文
学
全
体
、

文
化
全
体

に

も
及

ん
で
い
る
。

こ

の
よ
う
な

「明

星
」

の
、
ω
短

歌
近
代
化

の
推
進

②
文
学
運
動

と
し
て

の
意
味
㈲
次

ヘ

へ

代

の
文
学

の
種

を
蒔

い
た
母
胎

と
し
て

の
意
義
、

な

ど

は
、

い
う
ま

で
も
な
く
基
本
的

な
特
色
と

い
え
る
。

し

か
し
こ
こ

で
は
、
も

う
少

し
そ

の
特
色

を

「初

期
」

に
絞

っ
て
考
察
を
加

え
た

い
。

ω
鉄
幹
自
身

の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
野

鉄
幹

の
最

初

の
短

歌
革

新

に

つ
い

て

の
論

説

「
亡

国

の
音
」

(明

27
)

で
は
、
鉄
幹

は
他

の
短

歌
革
新
論

と
同
様

、

"
万
葉

に
還

れ
"

の
方
向

を

と

っ
て
お

り
、

王
朝

和

歌

の
形

骸
化

か
ら
脱

出

す

る

に
は

「
ま

す

ら
を

ぶ

り
」

を
と
り
戻
す

こ
と
だ
、
と
論
じ

て
い
る
。

し
か

し

「
明
星
」
創
刊
時

に
は

一
転

し
て
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
文
学

に
熱

い
視
線

を
向
け

て
い
る
。

む
ろ
ん
、
ゲ

ー
テ
、

ハ
イ

ネ
、
パ

イ

ロ
ソ
な
ど

の
詩

の
影
響
は
す

で
に
色
濃
く
文
学
界

に
及

ん
で
い
た
が
、

そ
れ
を
伝

統

詩

の
中

に
と
り
入
れ
よ
う
と
す

る
視

野

の
ひ
ろ

さ

は
、
「
明
星
」

に
新
鮮

な
息

吹

き
を
与

え
、
同

時

に

青
年

た
ち

の
心
的

二
i
ズ

に
応

え
る
こ
と
と
な

っ
た
。

和
歌
を

「
国
詩

」
と
表
現

し
て

い
る

の
も
、
英
詩
、

独
詩
、
仏
詩

に
並
ぶ
詩
と

し
て

の
考
、兄
に
よ
る
。
創

刊
号

に
梅
沢
和

軒

の

「
ア

ス
ト

ソ
氏

の
和
歌
論
」

を
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掲
載

し
て
英

訳
詩
と

の
比
較

を
披

露
す

る
な
ど
、

そ

の
配
慮

の
底

に
、
当
時

の
和
歌
改

良
論
と

は
は

っ
き

り

一
線
を
引

い
た
視
野
を
感

じ
さ
せ
る
。

こ
の
こ
と

は
鉄
幹

自
身
が
、
新
詩
社

結
成
ま

で
の

青
少
年
期

に
、

か
な
り
深
く
漢
詩
文
、

経
典
、
英
語

の
素

養
を
身

に

つ
け

て
い
た

こ
と

と
無
縁

で
は
な

い

だ
ろ
う
し
、
渡
韓

に
よ
る
政
治
的
歴
史
的

視
野

の
拡

大

も
影
響
が
あ

ろ
う
。

い
ず
れ

に
し
て
も

、
万
葉

の

原
点

に
戻

る
と

い
う

日
本

の
古

典
文
化

の
中

で
の
よ

み
が

え
り

の
方
向

か
ら
、

西
欧
風
な
象
徴
詩

を
浪
曼

調
を
積
極

的

に
採
り

入
れ
る
方

向

に
転
換

し
た
と

こ

ろ
に
、

「
明
星
」
発
展

の
起
点
が

あ

る
。

②

自
我

の
詩

の
自

覚

鉄

幹

は

「
自

我

独

創

の

詩
」

を
強
調

し
、
同
時

に

「新
詩
社

は
社
友

の
交
情

あ
り

て
師
弟

の
関
係
な

し
」

と
言

い
切

っ
た

(新
詩

社
清
規
〉
。

こ

の
こ
と

は
お
稽

古
事

と

し

て
教

養
化

し

て
い
た
和
歌

を
、
文
学

の
域

に
解

き
放

つ
き

っ
か

け
と
な
り
、
短
歌

近
代
化

の
基

と
な

っ
た
。
現
代

の

短

歌
結
社

の
現
状

よ
り
も
基
本
的

に
は
む
し
ろ

よ
り

新

し

い
。

ア
マ
チ
ユ
ア

㈲
素
人
性

最
初

の
清

規

に

二

、
本
社

は
専
門

詩

人
以
外

に
和
歌

及
新
体
詩

を
研
究
す

る
団
体
也
」

と
あ

る
。

つ
ま
り
既
成

の
専

門
詩
歌
人

は
相

手

に
し

な

い
、

と

い
う
所

か
ら
出
発

し

て
い
る
。
前

項
と
も

関
連
す

る
が
、
歌
門

に
入

っ
て
師
か
ら
伝
授

を
う
け

る
と

い
う
形

で
な
く
、

ひ
ろ
く
文

学
愛
好
者

の
集
合

を

よ
び

か
け
た
と
こ
ろ

に
新
機
軸
が

あ
り
、
鉄
幹

の

す
ぐ
れ

た
視
点
が

あ

る
。
素
人

を
糾

合
す

る
と

こ
ろ

に
着
眼

し
た
か
ら
こ
そ
、
既
成
歌
壇

か
ら
独
立

の
新

風
を
捲
き
起

し
得

た

の
で
あ

る
。

ω
女
性
作
家
を
先

頭
に
立

て
た

こ
と

素

人

の
中

で
も
、
才
能
あ

る
若

い
女
性
を
優
遇

し
た
こ
と
も
、

鉄
幹

の
秀
れ

た
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
感
覚

を
示
し

て
い

る
。

明
治
三
十
年
代
、

ま
だ
ま
だ
封
建
性

の
つ
よ

い

社
会

で
あ
り
、
と
く

に
上

流
社

会

の
教
養

で
も
あ

っ

た
和
歌

は
、
古
く

て
雅
び

な
も

の
と
し

て

一
般

に
は

受
け

と
ら
れ

て
い
た
。

し
か
し
女
性

は
、

一
旦
こ
れ

と
信
ず

る
と
、
ほ
と

ん
ど

一
途

に
行
動
す

る
。
鉄
幹

は
鳳
晶

子
、
山
川
登
美
子

の
才
能

を
掘
り
出

し
、
自

信
を
与
え
、
和

歌

の
旧
弊

を

一
気

に
打
破
す

る
車

の

両
輪
と

し
た
。

二
人

の
恋
心
を
利

し

て
ほ
と

ん
ど
殉

教
的
な
女
戦
士

に
仕

立

て
た
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

が

後

に
結
社
内

の
反
鉄
幹

の
気
運

を
生
ん

で
し
ま

っ

た

に
し

て
も
、
女
流

の
力
な
く

し
て
は

「
明
星
」

の

強

力
な
開
花

は
あ

り
得

な

か

っ
た
。
晶

子

・
登
美
子

以
外

に
も
多
く

の
女

性
が
鉄
幹

に
育

て
ら
れ
、
同
時

に

「
明
星
」
を
支
え

た
。

㈲
絵

画

と

の
連
繋

「
明
星
」

は
創
刊

号
以

来
、

一
条
成
美

、
長
原
止
水

な
ど

の
表
紙

・
挿
絵

を
多
く

と

り
入
れ
、
後

に
は
藤
島
武

二
が
長
く
協
力

し
た
。

同
時

に
写
真

や
、
図
書
票

の
デ

ザ
イ

ン
、
あ

る
い
は

ペ
ー
ジ
ご

と

の
カ

ッ
ト
絵
な
ど
、

ビ
ジ

ュ
ア

ル
な
面

で
の
配
慮

は
当
時

と
し

て
は
ま

こ
と
に
斬
新
な
も

の

が

あ

る
。
黒

田
清
輝

、
和

田
英
作

な
ど
パ

リ
白
馬
会

と

の
交
流
が
誌
面

を
飾

り
、
展
覧
会
時

評
な
ど
も
あ

っ
て
、
眼

の
広

さ
に
魅

力
が
あ

る
。
全
体
的

に
ア
ー

ル

H
ヌ
ー
ヴ

ォ
ー

の

つ
よ

い
影
響

下

に
あ

り
、

一

条
成
美

の
カ

ッ
ト
は
、

流
行

の
ミ

ュ
シ
ャ
の
ポ

ス
タ

ー

の
丸

写
し

で
あ

っ
た
。

八
号

の
裸
体
画

の
複

刻
は

発
禁

の
対
象

に
も
な

っ
た
。

同
時

に
、
良
質

の
紙

を

使

っ
た
贅

沢
な
組
版
も
、

ビ
ジ

ュ
ア
ル
な
面

で
青

年

た
ち

の
心
を
捉
え

た
の
で
あ

る
。

ネ
　
ミ
ン
グ

㈲
命
名

の
巧

み
さ

鉄
幹

の
ネ

ー
ミ
ン
グ

は
天

才

的

で
、

日
本
的

・
古
典
的

・
伝
統

的
な

こ
と
ば
も

、

無
条
件

に
踏
襲

す

る
こ
と
な

く
、

近
代
的

フ
ィ
ル
タ

ー
を
通

し
て
使

う
所
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
時
宜

に
適

し
た
斬
新

さ
を
も

つ
。
江
戸

の
端

唄
風

の

「
み
だ

れ

髪
」

の
名
称
が

の
ち

に
そ

の
ま
ま

モ
ダ

ン
な
感
覚

の

歌
集

名
と

し
て
新
生

し

て
い
る
の
も

そ

の

一
つ
で
あ

る
。こ

の
よ

う

な
特

色

に
さ

さ
え

ら

れ

た
初

期

「
明

星
」

は
、
当
然

の
よ
う

に
時
代

の
先
端

を
、
波
を
切

っ
て
船

出
し

て
い

っ
た

の
で
あ

る
。
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