
「
明
星
」
初
期
と
薊

尾

崎

左
永
子

創

刊
当

初
は
新
聞
形
式

を
と

っ
て
い
た

「
明

星
」

は
、

明
治

三
十
三
年
九
月
十

二
日
発
行

の
第

六
号

に

至

っ
て
、

は
じ
め

て
四
六
倍
判

の
堂

々
た
る
雑
誌

の

形
式

と
な

っ
た
。
本
文

六
八

ペ
ー
ジ
、
他

に
ピ

ン
ク

の
広
告

ペ
ー
ジ
が
そ

の
前
後

に
計
八

ペ
ー
ジ

つ
け

ら

れ

て
い
る
。
広
告

第

一
ペ
ー
ジ
は

「
鉄
幹
歌
話

・
付

録
小
扇
記
」

で
、
内
容

は
八
月

に
初

め

て
西
下

し
た

鉄
幹

の
講
演
、

歌
話
を
中
心

に
、
晶

子
、
登
美
子
を

含
む
仲
間

た
ち
が

連

日
歌
会

・
吟
行
会

を
行

っ
た
記

録
を
収
採

す
る
も

の
で
あ

っ
た
ら
し

い
。

ら
し

い
と

い
う

の
は
、

こ

の
本

は
結
局
出
版

さ
れ
ず

、
部
分
的

に

「
十

二
星
遊

記
」

(
斉
藤

渓
舟

)
「
浜

寺

の
記
」

(中
山

島
庵
)
な
ど
が

、
他

の
雑
誌

に
載

っ
た
だ
け

で
終

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、

こ

の
広
告

は
、

ア
ザ

ミ

(薊

)

の
絵

の
枠

で
飾
ら

れ
て

い
る
。
墨
描
き

で
、

お
そ
ら
く
長

原
止
水

の
筆

か
と
思
わ
れ

る
が
、

こ

の
ア
ザ

ミ
と

い

う
素
材
が
、

た

い
そ
う
新
鮮

に
見

え
る
。

次

の

「
明

星
」

に
は
す

ぐ

に
反
響

が

の

っ
た
。

「
明
星
表

紙
画
先

づ
我
意

を
得

て
面
白

く
、
成
美

君

の
才
筆
敬
服

の
至
り

に
候

。
素
明
君

の
田
園

二

つ
な

が

ら
妙
、

増

幹
歌
話
広
告

の
あ
ざ

み

の
枠

最

も
嬉
し
く
候
。

(後

略
)

1

大
阪

露

石
」

一
條
成
美

の
ア
ー

ル
ーー

ヌ
ー
ボ

ー
風
表
紙

、
結
城

素

明

の
挿
画
と

と
も

に
、
広
告
枠

の
デ

ザ
イ

ソ
に
ま

で
、
読

者

の
眼

は
行
き
届

い
て
い
た
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
「
明
星
」
初

期

の
歌

に
出

て
く

る
花

の
名

を
見

る
と
、
梅
、
萩

、
菊
な
ど
、
王
朝
和

歌

の

題

材
を
押
し

の
け

る
よ
う
に
し

て
、
薔
薇
、

百
合
、

苺
、

な
ど
西
欧
風

の
花
が

ぐ
ん
ぐ

ん
ふ
え

て
く
る
。

董
、
芙

蓉
な
ど
も
、
従
来

の
日
本
風
な
観
点

で
な
く
、

新
鮮

な
、
象
徴
詩
風

な
目
で
西
欧
風

に
捉

え
ら
れ

て

い
る
。
百
合

は
本
来

日
本

原
産

の
鉄
砲
百

合
が

イ

ー

ス
タ
ー
リ
リ
ー
と
し
て

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
多

用
さ
れ
た

わ
け
だ
が
、
古
く

か
ら

の
山
百
合
や
姫
百
合

の
感
覚

で
は
な
く
、

キ
リ

ス
ト
教

的
雰
囲
気

で
捉

え
直

さ
れ

て

い
る
と

こ
ろ

に
特
色
が

あ
る
。

ア
ザ

ミ
も
古
来

日
本

に
あ

っ
た
花

で
あ

る
が

、
和

歌

の
世
界

に
は
な
じ

ま
な

い
花
と
さ
れ

て
い
た

の
か
、

「
古
今

集
」
以

下

の
勅
撰

集

で

は
、
素

材
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
例

に
出
遭

う

こ
と
が

な

い
。
「
万
葉

集
」

に
も
見
え

て
い
な

い
。

こ
れ
を
新

し
い
感
覚

で

歌

の
素
材

と
し

た

の
は
、

「明

星
」

六
号

の
与

謝

野

鉄
幹

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

わ
が

や
ま

ひ
は
げ

し
く
な
り
ぬ
あ
ざ

み
ぐ

さ

口

に
吸

う
子
を
夢

に
見

し
よ
り

(
六
号
)
鉄
幹

前
後

の
関

係
か
ら

み
る
と
、

こ

の
歌
お
そ
ら
く
、

血
汐

み
な
な
さ
け

に
燃
ゆ

る
わ
か
き
子

に
狂

ひ
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み

う
た

死
ね
よ
と

た
ま

ふ
御
歌

か

(
六
号
)
晶
子

病

み
ま

せ
る
う

な
じ
に
細
き
か

ひ
な

ま
き

て
熱

み

く
ち

に
か
わ
け

る
御

口
を
吸
は
む

同

に
関
わ
り
が
あ
り

そ
う

で
あ

る
。
明
治

三
十

三
年

夏

の
西
下

で
、
鉄
幹

は
初

め
て
晶
子

に
あ

い
、
連

日

の

歌
会

に
同
席
し

て
い
る
。
帰

京
後

鉄
幹

は
高
熱

を
発

し
て
月
末
ま

で
病
床

に
あ

り
、
実
際

に
夢

に
見

た
こ

と
も
考
え
ら
れ

る
が
、

む
し
ろ
毎
日

の
よ
う
に
激
し

い
恋
文
を
送
り

つ
け

て
く
る
晶
子

の

エ
ネ

ル
ギ
ー

に

「
ア
ザ

ミ
」

の
野
性

と
、
棘

の
あ

る
花

の
魅

力

を
感

じ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。

こ
の
歌

は
晶
子

へ
の
返
書

に
し

た
た
め
ら

れ
た
と
考
え
得

る
。

こ
れ
に
対
し
、

お

に
あ
ざ

み
摘

み
て
前
歯

に
か
み
く
だ

き

に
く
き

東

の
空
な
が

め
や
る

(
七
号
)

晶

子

と
あ

る

の
は
、
晶

子

の
返

歌

で
あ

ろ
う
。
「
に
く
き

東

の
空
」

は
、
自
分

を

ア
ザ

、ミ
に
た
と
え
た

に
く
ら

し

い
鉄
幹

の
住

む
東

京

の
方
角

で
あ

る
。

晶
子

の
二

十
八
首

の
大
作

の
あ

と

に
、
鉄
幹
が

埋
め
草

風

に
組

ん
だ
小
活
字

の
十

一
首
が
あ
り
、

そ

の
中

に
は
、

お
そ
ろ
し
き
夜

叉

の
す
が

た
に
な
る
も

の
か
ア
ザ

ミ
く

は

へ
て
ふ
り
か

へ
る
時

(
七
号
)

鉄
幹

と

い
う
歌
が
見

え

て
い
る
。
当
然
、

こ
れ
は
晶
子

へ

の
返

し
で
あ

る
。

ア
ザ
ミ
と

い
う
、
当
時

と
し
て
は
か
な
り
特
殊

な

花

を
歌
材

と
し

て
、

ひ
と

つ
の
い
き

い
き
と

し
た
共

有
空
間
、
共
感

の
世
界
が
、
そ

れ
も
か
な
り
閉
鎖
的

な
形

で
成
立

し

て
い
る
こ
と

に
注

目
し
た

い
。
そ

こ

に
は
鉄
幹

の
、
晶

子

に
対
す

る
親
愛
が

み
ら
れ
、
晶

子

は

「
に
く
ら
し

い
」
と

い
い
な
が

ら
、
鉄
幹

に
甘

え

て
い
る
感

じ
が

あ

る
。
鉄
幹

の
歌

に
は
、
晶
子

へ

の
か
る
い
揶
揄
が

含
ま
れ

て
お
り
、
お
互

い
に
安
心

し
て
軽

く
戯

れ

て
い
る
よ
う
な
雰

囲
気
が
伝
わ

っ
て

く

る
。

こ
れ
は
、
鉄
幹
と
登
美

子

の
や
り
と
り

の
中

に
は
な

い
種

類

の
親
近
感

で
あ

る
。
鉄
幹
と
登
美

子

の
間

に
は

つ
ね

に
緊
張
感
が
あ

り
、
そ

の
歌

の
清
潔

感

に
は
、
相
手

に

一
歩
を
置

い
た

「
ハ
レ
」

の
感
覚

が
あ

る
。

し
か
し
晶
子

と
の
や
り
と
り

に
は

「
ケ
」

の
味

わ

い
が

あ
り
、
晶
子

の
直
進

的
な
恋
心
を

い
な

し
て

い
る
よ
う
な
余
裕
が
感

じ
ら
れ

る
。

鉄
幹

が
何

か
ら

ヒ
ン
ト
を
受

け

て
ア
ザ

、ミ
を
と
り

上
げ

た
か

は
不
明
だ
が
、
当
時

ア
ル

フ
ォ
ン
ス
ー1

、・・

ユ
シ
ャ

(
サ
ラ
ーー

ベ

ル
ナ
ー

ル
の
ポ

ス
タ
ー
で
名
高

い

ア
ー

ル

・
ヌ
ー
ボ

ー

の
巨
匠
)

の
デ
ザ

イ

ソ
を
ほ

と
ん
ど
丸
写
し

し
て
い
た

「
明
星
」
を
考

え
る
と
、

ミ

ュ
シ
ャ
の
デ
ザ

イ

ソ
か
ら

の
連
想

と
い
う
こ
と
も

あ

り
得
よ
う
。

ミ

ュ
シ
ャ
の
絵
柄

に
は
ア
ザ

ミ
と
見

ら
れ
る
花

の
描

か
れ
た
も

の
が
実
在
す

る
か
ら

で
あ

る
。後

年
、
晶
子

は

「
ス
バ

ル
」

の
時
代

(
明
治
四
十

三
年
)

に

「
花
」

と

い
う
選
集
を
出

し
て

い
る
。

ス

パ

ル
同
人
江
南
文

三
と

の
共
著

で
、
花

の
小
事

典

に

な

っ
て
お
り
、
巻
末

に
晶
子
が

五
十
首

の
花

の
歌
を

の
せ

て
い
る
の
だ
が
、

そ

の
第

一
首

目
に
次

の
歌
が

置

か
れ

て
い
る
。

き

ぬ
ぎ

ぬ
や
撫

子
よ
り
も
美

し
き
あ
ざ

み

の
花

に

白
き
露

お
く

と
く

に
特

色

の
あ

る
歌

で
は
な

い
が
、
「
明
星
」

初

期

の
ア
ザ

ミ

の
歌

の
や
り
と
り
を
頭

に
置

い
て
読

む
と

興
味
深

い
。
「
撫

子
」
と

「あ

ざ

み
」

は

こ

の

場
合
暗
喩
的

に
女

の
姿
を
表
わ

し
て

い
る
よ
う

に
も

み
え
、
「
露
」

は
男

と
女

の
朝

の
別

れ

の
涙
を

意
味

し

て
い
る
よ
う

に
も

み
え

て
、
若

い
こ
ろ

の
晶
子
自

身

の
姿
を
重

ね
た
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

ち

な

み

に
、

ア
ザ

ミ

は
、
古

く

は

『出

雲

風

土

記
』

に
も

現

れ
、

『
延
喜
式

』

で
は
栽
培

し

て
春

の

若
菜

と
し
、
漬

菜

に
も

し
た
こ
と
が

知
ら
れ

る
。

た

だ
、
歌

の
素
材

と
な
ら
な

か

っ
た

の
は
前
述

の
通

り

で
あ

る
。
薔
薇

や
百
合

に
並

ん
で

ア
ザ

ミ
が
短
歌

に

登
場

し
て
き
た
と
き

に
は
、

ア
ザ

ミ
の
花

は
す

で
に

詩
的

な
感
覚

に
適
う
花

と
し
て
、
新

し

い
性
格

を
付

与

さ
れ
は
じ
め

て
い
た
と

い
う
こ
と
が

で
き

よ
う
。
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