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武
家
の
名
門
に
生
ま
れ
な
が
ら

　
前
回
、野
村
望
東
尼
が
背
中
を
押
し
た
こ
と
で
、

高た
か

杉す
ぎ

晋し
ん

作さ
く

が
倒
幕
へ
奮
起
し
、
歴
史
を
大
き
く
回

天
さ
せ
た
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
私
の
仮
説
な
の
で
す
が
、
多
く
の
幕
末

志
士
を
導
い
た
吉よ

し

田だ

松
陰
は
、
晋
作
の
才
能
を
誰

よ
り
も
認
め
な
が
ら
も
、
内
心
は
彼
に
は
あ
ま
り

期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
高
杉
家
は
武
家
の
名
門
で
し
た
か

ら
、
幕
藩
体
制
を
否
定
す
る
「
倒
幕
」
に
本
気
に

な
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
…
…
松
陰
は
そ
う
思

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

事
実
、
幕
末
志
士
の
ほ
と
ん
ど
は
、
下
級
武
士
の

出
身
で
し
た
。
そ
の
中
で
晋
作
の
存
在
そ
の
も
の

が
一
つ
の
奇
跡
で
す
し
、
同
時
に
、
師
匠
か
ら
あ

ま
り
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
晋
作
が
、

師
の
志
を
最
も
色
濃
く
受
け
継
い
だ
と
こ
ろ
に
、

私
は
歴
史
の
機
微
を
感
じ
、
深
い
感
銘
を
受
け
る

の
で
す
。
そ
ん
な
維
新
を
牽け

ん

引い
ん

し
た
晋
作
を
包
み

込
み
、
心
に
火
を
つ
け
た
望
東
尼
と
い
う
女
性
に

つ
い
て
、
今
回
は
そ
の
慈じ

母ぼ

の
よ
う
な
一
面
が
表

れ
る
歴
史
物
語
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

〝
寮
母
さ
ん
〟の
よ
う
に

　
望
東
尼
に
励
ま
さ
れ
た
晋
作
は
、
挙
兵
を
決
断

し
た
際
、
あ
る
誓
い
を
立
て
ま
す
。
そ
れ
は
「
金こ

ん

輪り
ん

際ざ
い

、
困
っ
た
と
い
う
言
葉
は
吐は

か
な
い
」
と
い

う
も
の
。
実
際
、
彼
は
八
十
数
人
の
手
勢
で
長
州

藩
の
正
規
軍
約
二
千
人
を
相
手
に
し
た
時
も
、
幕

府
十
万
の
軍
に
挑
ん
だ
時
も
、〝
困
っ
た
〟
と
い
う

言
葉
を
吐
か
ず
に
乗
り
切
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

本
当
は
そ
の
後
に
一
度
だ
け
、〝
困
っ
た
〟
と
言
っ

て
し
ま
う
場
面
が
あ
る
ん
で
す
。

　
そ
れ
は
、
地
元
・
萩は

ぎ

に
残
し
て
き
た
奥
さ
ん
と
、

倒
幕
運
動
の
拠
点
・
下し

も
の
せ
き関
に
い
る
恋
人
が
鉢
合
わ

せ
し
て
し
ま
っ
た
時
。
若
く
し
て
病
床
に
伏
す
晋

し
ょ
う
い
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

生
み
育
む
と
い
う
生
き
方

│
│
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


