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日
本
一
の
私
塾

　

江
戸
期
の
日
本
は
世
界
屈く

っ

指し

の
識
字
率
を
誇
り
、

人
々
の
向
学
心
は
実
に
旺お

う

盛せ
い

で
し
た
。
寺
子
屋
で

初
等
教
育
を
受
け
た
後
、
更
な
る
高
み
を
目
指
し

私
塾
に
進
む
者
も
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
に

は
千
以
上
の
私
塾
が
存
在
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
中
で
、
入
門
者
が
四
千
人
を
超
え
日
本
最
大

規
模
を
誇
っ
た
の
が
、
広
瀬
淡た

ん

窓そ
う

が
主
宰
す
る
豊ぶ

ん

後（
大
分
県
）の
漢
学
塾
・
咸か

ん

宜ぎ

園え
ん

で
す
。

「
咸
く
宜よ

ろ

し
＝
全
て
の
こ
と
が
よ
ろ
し
い
」
の
名

が
示
す
よ
う
に
、
咸
宜
園
は
身
分
、
学
歴
、
年
齢

を
問
わ
ず
広
く
門
戸
が
開
か
れ
、
一
人
一
人
の
資

質
が
尊
重
さ
れ
ま
し
た
。
他
の
私
塾
が
専
門
教
育

に
力
を
入
れ
た
の
に
対
し
、
咸
宜
園
が
「
教
」
と

並
ん
で
柱
に
す
え
た
の
が
「
治
」。
淡
窓
は
、
全
門

下
生
に
共
同
生
活
の
役
割
を
振
り
分
け
、
生
活
習

慣
の
指
導
を
徹
底
し
、
人
間
教
育
に
取
り
組
ん
だ

の
で
す
。

　

さ
ら
に
淡
窓
は
独
自
の
シ
ス
テ
ム「
月
旦
評
」を

考
案
し
ま
し
た
。門
下
生
に
毎
月
試
験
を
実
施
し
、

一
級
か
ら
九
級
ま
で
の
番
付
を
発
表
す
る
の
で
す
。

月
旦
評
は
、
ど
ん
な
に
忙
し
く
も
、
た
と
え
旅
先

で
あ
っ
て
も
、
必
ず
淡
窓
本
人
が
つ
け
る
こ
と
を

常
と
し
ま
し
た
。「
咸
く
宜
し
」の
眼ま

な

差ざ

し
で
数
千

人
を
励
ま
し
、
そ
の
成
長
を
見
守
っ
た
淡
窓
。
こ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。

兄
の
命
の
た
め
に

　

広
瀬
家
は
天
領
・
日ひ

田た

を
代
表
す
る
商
家
と
し

て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
時
、
父
の

弟
の
事
業
が
破
産
し
、
窮
乏
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で

箱
入
り
娘
の
よ
う
に
大
切
に
育
て
ら
れ
て
き
た
、

淡
窓
の
二
歳
下
の
妹
・
秋と

き

子こ

は
、
辛つ

ら

い
水
仕
事
も

厭い
と

わ
ず
、
家
族
の
た
め
に
懸
命
に
働
き
ま
し
た
。

　

家
族
が
心
を
一
つ
に
し
て
危
機
を
乗
り
越
え
た

ご
こ
と
ご
と

げ
っ
た
ん
ひ
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

愛
す
る
喜
び
に
生
き
て

│
│
広
瀬
淡
窓
の
妹
・
秋
子
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アオジマイコ
天明4年生まれ。幼名は安

あ

利
り

。咸宜園を開いた広瀬淡窓の妹。「広瀬八賢」
の一人として、その遺徳は、地元・日田の人々から今なお慕われている。
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