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人
生
を
変
え
た
古
文
の
授
業

　
前
回
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
私
は
幼
い
こ
ろ
、

日
本
に
あ
ま
り
い
い
印
象
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
必
要
以
上
に
周
囲
の
目
を
気
に
し
た
り
、

あ
る
い
は
海
外
に
比
べ
て
女
性
が
窮
屈
に
生
き
て

い
る
印
象
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
ん
な
私
の
「
日
本
観
」
を
変
え
て
く
れ
た
の

が
、
高
校
の
古
文
の
授
業
で
し
た
。

　
私
は
大
学
ま
で
一
貫
教
育
の
高
校
に
通
っ
て
い

た
の
で
、受
験
対
策
に
追
わ
れ
る
雰
囲
気
は
な
く
、

の
び
の
び
と
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
先
生
方
も
わ

り
と
自
由
に
授
業
を
さ
れ
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

中
で
も
私
の
日
本
観
、
そ
し
て
人
生
を
変
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
が
、
古
文
の
先
生
で
す
。

　
先
生
は
和
歌
の
口
語
訳
や
語
法
・
文
法
だ
け
で

な
く
〝
こ
の
歌
を
詠よ

ん
だ
の
は
こ
ん
な
人
で
、
こ

ん
な
人
生
を
送
っ
た
ん
で
す
よ
〟
と
い
っ
た
お
話

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
本
当
に
お
も

し
ろ
く
て
、私
は
あ
っ
と
い
う
間
に
『
万
葉
集
』
フ

ァ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〝
古
の
女
性
っ
て

な
ん
て
伸
び
や
か
に
自
己
表
現
し
て
い
た
ん
だ
ろ

う
〟、
そ
う
感
じ
た
ん
で
す
ね
。

　
そ
の
代
表
格
が
額ぬ

か
た
の
お
お
き
み

田
王
な
の
で
す
が
、
彼
女
は

女
性
ら
し
い
恋
愛
の
歌
も
見
事
な
一
方
、勇
敢
な
、

気
概
あ
ふ
れ
る
一
面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
高

校
時
代
、
額ぬ

か
た
の
お
お
き
み

田
王
の
あ
る
歌
に
出
会
い
、
と
て
も

驚
い
た
経
験
が
あ
る
ん
で
す
。

〝
さ
あ
今
こ
そ
出
陣
だ
！
〟

　
そ
れ
は
、
こ
ん
な
歌
で
し
た
。

　
熟に

き

田た

津つ

に
　船ふ

な

乗の

り
せ
む
と
　月つ

き

待ま

て
ば

　
潮し

お

も
か
な
ひ
ぬ
　今い

ま

は
漕こ

ぎ
出い

で
な

　
│
│
こ
こ
熟
田
津
に
集
う
兵
士
た
ち
よ
、
船
出

を
し
よ
う
と
月
を
待
て
ば
、
潮
流
も
よ
い
具
合
に

な
っ
て
き
た
。
さ
あ
今
こ
そ
出
陣
だ
！

　
そ
ん
な
内
容
で
す
。
前
回
の
恋
の
歌
と
は
う
っ

て
変
わ
っ
て
力
強
く
、
勢
い
が
あ
り
、
雄ゆ

う

渾こ
ん

の
気

き
ゅ
う
く
つ

い
に
し
え

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

兵
を
鼓
舞
す
る
雄
渾
の
歌

│
│
表
現
力
豊
か
な
歌
人
・
額
田
王
　②

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


