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古
典
へ
の
目
覚
め

　

誰
の
人
生
に
も
忘
れ
え
ぬ
出
会
い
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
高
校
時
代
の
古
文
の
先

生
と
の
出
会
い
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
。
文
法

や
言
葉
の
解
釈
だ
け
で
な
く
「
こ
の
作
者
は
ね
」

「
こ
の
時
代
は
ね
」
と
話
が
深
ま
る
授
業
は
、
ま
る

で
そ
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
。

古
典
の
面
白
さ
を
知
っ
た
私
は
、
通
学
電
車
の
中

で
貪む

さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
始
め
ま
し
た
。
最
も
魅
了
さ

れ
た
の
が
、
清
少
納な

言ご
ん

の
随
筆
『
枕ま

く
ら
の
そ
う
し

草
子
』。
日
常

生
活
の
何な

に

気げ

な
い
一
コ
マ
が
、
彼
女
の
手
に
か
か

る
と
実
に
鮮
や
か
に
生
き
生
き
と
動
き
出
す
の
で

す
。
読
ん
で
い
る
私
の
感
性
ま
で
解
き
放
た
れ
る

よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
ま
し
た
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
で
始
ま
る
第
一
段
は
、
あ
ま

り
に
も
有
名
で
す
ね
。
特
に
印
象
的
な
の
が
、「
冬

は
つ
と
め
て
」の
く
だ
り
。「
冬
は
空
気
の
澄
ん
だ

早
朝
が
い
い
」。
そ
ん
な
彼
女
の
感
性
に
触
れ
て
、

寒
さ
が
苦
手
な
私
も
冬
の
朝
の
凛り

ん

と
し
た
空
気
が

好
き
に
な
り
ま
し
た
。
古
典
に
親
し
む
と
、
個
人

の
体
験
を
超
え
た
民
族
の
記
憶
や
懐
か
し
さ
が
こ

み
上
げ
て
き
て
、
感
性
が
豊
か
に
な
り
ま
す
ね
。

豊
か
な
感
性
、深
い
知
性

『
枕
草
子
』
は
お
よ
そ
八
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ

て
読
み
継
が
れ
、
日
本
人
の
感
性
に
影
響
を
与
え

て
き
ま
し
た
。
作
者
の
清
少
納
言
は
中
流
貴
族
の

歌
人
の
家
系
で
育
ち
、
第
六
十
六
代
・
一
条
天
皇

の
后き

さ
き
で
あ
る
定て

い

子し

に
仕
え
ま
し
た
。
と
て
も
美
し

く
才
知
溢あ

ふ

れ
る
定
子
を
、
清
少
納
言
は
心
か
ら
敬

愛
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
二
人
の
関
係
性
を
象
徴
す

る
よ
う
な
素
敵
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
ま
だ
寒
さ
の
残
る
、
あ
る
冬
の
早
朝
の

出
来
事
。
部
屋
を
閉
め
切
っ
て
火ひ

鉢ば
ち

に
群む

ら

が
る
女

せ
い
し
ょ
う

ず
い
ひ
つ

い
ち
じ
ょ
う

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

も
っ
と
自
由
に
表
現
し
て
い
い

│
│
日
本
的
感
性
を
広
め
た
清
少
納
言

平安時代中期、第66代・一条天皇の后である定
てい

子
し

に仕え、随筆『枕
まくらのそうし

草子』などを執筆。
歌人・清

きよはらのもとすけ

原元輔の娘。結婚歴があり、子供もいたとされる。実名は不明。
清少納言

（生没年不詳）
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