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今
、台
湾
で
静
か
な
ブ
ー
ム
に

　

昨
年
、
台
湾
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。

　

台
湾
が
親
日
的
な
こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
現
地
の
方
々
、
特
に

八
十
代
、
九
十
代
の
方
と
お
話
を
す
る
中
で
、
は

っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
は
終
戦
か
ら
七
十
年
。
で
す
か
ら
八
十
代

以
上
と
い
え
ば
、
戦
前
の
日
本
統
治
を
知
る
世
代

で
す
。
彼
ら
は
日
本
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
を
誇

り
に
思
い
、
日
本
精
神
（
台
湾
語
で
「
リ
ッ
プ
ン
チ
ェ

ン
シ
ン
」）
を
次
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
が
わ
が
使
命

と
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
は
何
を
し
た
ら
い
い
か
。そ
う
だ
、

日
本
精
神
を
学
ぶ
に
は
和
歌
が
い
い
。
和
歌
こ
そ

日
本
の
心
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
台
湾
の

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
「
台た

い

湾わ
ん

歌か

壇だ
ん

」
と
い
う
会
で
和
歌
や
俳
句
を
楽
し
ん
で
き

ま
し
た
が
、
近
年
は
そ
こ
に
孫
の
よ
う
な
世
代
の

若
者
も
加
わ
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

　

和
歌
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
以

上
に
〝
日
本
の
宝
〟
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

中
で
も
私
は
、
今
か
ら
約
千
三
百
年
前
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ

れ
た
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
『
万
葉
集
』
に
、

そ
の
原
点
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
万
葉
集
以
後
の
和
歌
は
愛い

と

し
い
人
を

「
待
つ
」
と
い
う
情
景
に
「
松
」
を
か
け
る
な
ど
、

情
感
を
巧
み
な
変
化
球
で
表
現
し
て
い
る
も
の
が

多
い
の
で
す
が
、
万
葉
集
は
直
球
勝
負
な
ん
で
す
。

で
は
ど
ん
な
直
球
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
回
は
額ぬ

か

田
王
の
話
に
重
ね
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

情
景
と
感
情
が
伝
わ
る
歌

　

時
は
西
暦
七
世
紀
、
飛あ

す
か鳥
時
代
で
す
。

　

額ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
は
大お

お
あ
ま
の
お
う
じ

海
人
皇
子
（
第
四
十
代
・
天て

ん

武む

天
皇
）

の
妻
と
な
り
、女
の
子
を
も
う
け
ま
す
が
、後の

ち

に
そ

の
兄
で
あ
る
中な

か
の
お
お
え
の
お
う
じ

大
兄
皇
子
（
第
三
十
八
代
・
天て

ん

智じ

天
皇
）

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

た
の
お
お
き
み

日本の悠久の歴史をひもとけば、そこにはわが国を
支えてきた「なでしこ」たちの存在があります。福岡
の人気歴史家・白駒妃登美さんに、そんななでしこ
たちの知られざる歴史物語を紹介していただきます。

博多の歴女 白
しら

駒
こま

妃
ひ

登
と

美
み

和
歌
に
息
づ
く
「
日
本
の
心
」

│
│
表
現
力
豊
か
な
歌
人
・
額
田
王
　①

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

「万葉集」（西暦7世紀ごろ編纂）初期の代表的歌人。その歌は雄
ゆう

渾
こん

で優
ゆう

艶
えん

といわれる。
大
おお あ ま の お う じ

海人皇子の妻となるも、その後、中
なかのおおえのおうじ

大兄皇子の妻となる。
額田王（生没年不詳）
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白駒妃登美の白駒妃登美の


