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福
岡
の
偉
人
を
訪
ね
て

　

私
は
数
年
前
か
ら
、「
和
ご
こ
ろ
塾
」
と
い
う
日

本
史
や
日
本
文
化
を
学
ぶ
講
座
を
開
催
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
課
外
授
業
と
し
て
、
長
州
藩
士
・
高た

か

杉す
ぎ

晋し
ん

作さ
く

の
足
跡
を
た
ど
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
企
画
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
選
ん
だ
の
が

「
平ひ

ら

尾お

山さ
ん

荘そ
う

公
園
」（
福
岡
市
中
央
区
）
で
し
た
。

　

こ
こ
は
幕
末
の
勤き

ん

皇の
う

家か

・
野の

村む
ら

望ぼ
う

東と
う

尼に

が
夫
と

死
別
後
に
住
ん
だ
場
所
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
、

地
元
の
人
々
に
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
私
は
先
日
、
こ
の
史
跡
か

ら
ほ
ど
近
い
高
校
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
す
が
、
彼
ら
は
こ
の
公
園
の
清
掃
奉
仕
を
し

て
い
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
、
望
東
尼
が

ど
ん
な
人
な
の
か
知
ら
な
い
と
言
う
ん
で
す
。

　

確
か
に
、
歴
史
の
表
舞
台
に
彼
女
の
名
前
が
出

て
く
る
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
彼
女

の
果
た
し
た
役
割
が
女
性
と
し
て
す
ば
ら
し
い
と

感
じ
ら
れ
る
の
で
、
今
回
『
れ
い
ろ
う
』
読
者
の

皆
様
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
平
尾
山
荘
で
す
が
、
実
は
、
私
は
こ
こ
こ

そ
が
〝
明
治
維
新
の
端た

ん

緒し
ょ

を
開
い
た
場
所
〟
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

　

一
般
的
に
、
幕
末
維
新
史
を
回か

い

天て
ん

さ
せ
た
と
し

て
語
ら
れ
る
の
は
、
高
杉
晋
作
に
よ
る
「
功こ

う

山ざ
ん

寺じ

の
挙き

ょ

兵へ
い

」
で
す
。
黒く

ろ

船ふ
ね

来ら
い

航こ
う

で
幕
府
は
す
ぐ
さ
ま

終
焉
を
迎
え
た
と
理
解
さ
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で

す
が
、
実
際
、
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
明
治
維
新
ま
で

に
は
十
五
年
か
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。
後
に
〝
倒と

う

幕ば
く

〟
一
本
槍や

り

と
な
る
長
州
藩
で
さ
え
、
幕
府
の
威

光
を
恐
れ
、
幕
府
協
調
派
が
藩
政
を
握
っ
て
い
た

時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
ら
。

　

そ
ん
な
幕
府
中
心
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
敢か

ん

然ぜ
ん

と

立
ち
向
か
っ
た
の
が
、
維
新
の
立
役
者
の
一
人
・

高
杉
晋
作
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。「
こ
れ
よ
り
先
、長

州
男
児
の
肝
っ
玉
を
ご
覧
に
入
れ
申
す
」
と
高
ら

ち
ょ
う
し
ゅ
う

し
ゅ
う
え
ん

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

歴
史
の
影
に
、
光
あ
り

│
│
幕
末
志
士
の
母
・
野の

村む
ら

望ぼ
う

東と
う

尼に
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白駒妃登美の白駒妃登美の


