
秦

河

勝

古

代

大

和

国

家

の

発

展

を

陰

で

支

え

た

実

力

者

一

族

の

頭

領

吉

田

山

の

「

白

樺

」

と

い

う

学

生

相

手

の

飲

み

屋

に

、

私

達

は

ト

グ

ロ

を

巻

い

て

い

た

。

マ

マ

と

高

校

二

年

生

の

娘

が

醸

し

だ

す

家

庭

的

な

雰

囲

気

に

魅

き

つ

け

ら

れ

る

何

か

が

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

眼

鏡

の

奥

底

に

人

な

っ

つ

こ

い

笑

み

を

た

た

え

て

、

広

隆

寺

の

弥

勒

菩

薩

の

素

晴

ら

し

さ

を

情

熱

的

に

語

っ

て

い

た

秦

野

と

い

う

学

生

は

私

と

同

じ

法

学

部

五

組

の

二

回

生

だ

っ

た

。

第

二

外

国

語

に

ド

イ

ツ

語

を

選

択

す

る

学

生

が

多

い

中

で

、

フ

ラ

ン

ス

語

を

選

択

し

た

数

少

な

い

変

わ

り

種

の

一

人

で

あ

っ

た

。

秦

野

を

教

室

で

見

か

け

る

こ

と

は

少

な

く

、

秦

野

に

会

お

う

と

思

え

ば

、

夜

「

白

樺

」

を

覗

い

て

み

れ

ば

よ

か

っ

た

。

彼

は

、

歴

史

書

、

美

術

書

を

片

手

に

、

京

都

・

奈

良

の

神

社

仏

閣

を

訪

ね

歩

く

の

を

日

課

と

し

て

お

り

、

夜

に

な

る

と

「

白

樺

」

へ

現

れ

、

同

好

の

学

生

を

相

手

に

彼

独

特

の

見

方

で

歴

史

上

の

事

実

を

解

釈

し

、

皆

に

披

露

す

る

の

で

あ

っ

た

。

夏

休

み

に

な

っ

て

、

学

生

達

が

そ

れ

ぞ

れ

帰

郷

し

、

「

白

樺

」

が

閑

散

と

な

っ

て

い

た

あ

る

日

の

新

聞

に

広

隆

寺

の

弥

勒

菩

薩

に

抱

き

つ

い

て

、

あ

の

見

事

な

流

れ

る

よ

う

な

線

の

右

手

の

指

を

折

っ

て

し

ま

っ

た

学

生

の

こ

と

が

社

会

面

の

記

事

と

し

て

報

道

さ

れ

た

。

犯

人

の

学

生

の

名

前

は

伏

せ

ら

れ

て

い

た

が

、

そ

の

記

事

を

読

ん

だ

と

き

私

は

何

故

か

秦

野

と

い

う

学

生

が

犯

人

に

違

い

な

い

と

直

観

し

た

。

「

推

古

天

皇

が

美

人

で

あ

っ

た

か

ら

、

聖

徳

太

子

は

半

跏

思

惟

像

を

秦

河

勝

に

与

え

た

の

で

あ

り

、

崇

峻

天

皇

が

殺

さ

れ

た

の

も

そ

の

た

め

だ

。

聖

徳

太

子

が

天

皇

に

な

れ

な

か

っ

た

の

も

そ

の

所

為

な

の

だ

。

美

し

い

こ

と

は

罪

悪

だ

」

と

熱

ぽ

っ

く

語

っ

て

い

た

秦

野

の

言

葉

を

思

い

出

し

た

か

ら

で

あ

る

。

眼

鏡

の

奥

底

に

光

る

あ

の

人

な

っ

こ

い

眼

差

し

は

彼

流

に

い

え

ば

犯

罪

だ

か

ら

で

あ

る

。

－１－

そ

の

夜

、

久

し

ぶ

り

に

「

白

樺

」

へ

行

っ

て

み

た

が

秦

野

は

帰

郷

し

た

ら

し

い

と

い

う

こ

と

で

、

彼

の

姿

を

見

か

け

る

こ

と

は

出

来

な

か

っ

た

。

こ

の

事

件

が

あ

っ

て

か

ら

私

は

教

室

で

も

「

白

樺

」

で

も

秦

野

の

姿

を

み

か

け

る

こ

と

は

出

来

な

か

っ

た

。

私

が

秦

河

勝

に

つ

い

て

そ

の

生

涯

を

辿

っ

て

み

た

い

と

思

う

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

学

校

卒

業

後

さ

る

大

手

の

製

造

会

社

に

就

職

を

し

て

二

十

年

程

経

っ

た

あ

る

日

、

京

都

の

南

禅

寺

境

内

に

あ

る

某

僧

坊

で

開

か

れ

た

同

窓

会

に

出

席

し

秦

野

に

会

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

僧

坊

は

権

限

の

乱

用

で

社

長

職

を

解

任

さ

れ

世

間

を

騒

が

せ

た

有

名

百

貨

店

の

社

長

と

そ

の

愛

人

の

女

実

業

家

が

逢

瀬

の

場

所

と

し

て

使

っ

て

い

た

そ

の

百

貨

店

の

元

接

待

寮

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

二

十

年

い

や

二

二

年

振

り

に

再

会

し

た

秦

野

は

や

は

り

眼

鏡

の

奥

に

人

な

っ

つ

こ

い

笑

み

を

湛

え

て

い

た

。

聞

け

ば

暴

力

団

の

み

を

お

客

に

と

る

有

名

な

弁

護

士

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。

美

し

い

こ

と

は

罪

悪

だ

と

言

っ

た

彼

。

人

な

っ

つ

こ

い

眼

差

し

は

犯

罪

で

あ

る

と

思

っ

た

私

。

こ

の

二

人

の

二

二

年

振

り

の

邂

逅

が

何

故

か

私

を

千

四

五

百

年

前

の

世

界

へ

誘

う

の

で

あ

る

。

「

こ

の

子

に

は

河

勝

と

名

付

け

る

こ

と

に

し

よ

う

」

と

父

の

秦

国

勝

（

は

た

の

く

に

か

つ

）

は

皺

く

ち

ゃ

だ

ら

け

の

嬰

児

の

顔

を

覗

き

こ

み

な

が

ら

、

産

褥

に

あ

る

妻

の

赤

子

郎

女

（

あ

か

こ

の

い

ら

つ

め

）

に

向

か

っ

て

言

っ

た

。

「

河

に

勝

つ

で

す

か

。

強

そ

う

で

い

い

名

前

で

す

こ

と

」

と

赤

子

郎

女

は

嬰

児

の

頬

に

頬

ず

り

を

し

な

が

ら

応

え

た

。

「

そ

う

だ

。

桂

川

に

先

ず

勝

つ

こ

と

だ

。

そ

し

て

世

の

流

れ

と

い

う

大

き

な

河

に

勝

つ

こ

と

が

秦

一

族

の

繁

栄

に

繋

が

る

こ

と

に

な

る

の

だ

」

と

国

勝

は

最

近

氾

濫

し

た

桂

川

を

部

民

を

指

揮

し

な

が

ら

や

っ

と

治

め

た

十

日

程

前

の

こ

と

を

思

い

出

し

な

が

ら

言

っ

た

。

「

先

祖

ゆ

か

り

の

地

新

羅

が

栄

え

る

の

は

よ

い

こ

と

じ

ゃ

。

こ

の

子

も

き

っ

と

幸

せ

を

掴

む

じ

ゃ

ろ

う

」

－２－



秦

国

勝

の

先

祖

は

新

羅

か

ら

渡

来

し

て

こ

の

葛

野

（

か

ど

の

）

の

地

に

定

着

し

た

帰

化

人

で

あ

っ

た

が

、

昨

日

出

仕

し

た

と

き

に

、

大

臣

の

蘇

我

稲

目

か

ら

最

近

、

任

那

の

日

本

府

が

新

羅

に

う

ち

滅

ぼ

さ

れ

た

と

聞

か

さ

れ

て

い

た

の

で

、

新

羅

の

国

か

ら

渡

来

し

た

遠

い

先

祖

の

こ

と

を

偲

び

な

が

ら

言

っ

た

。

河

勝

が

生

ま

れ

た

の

は

56

2

年

欽

明

天

皇

の

御

代

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

こ

の

時

代

は

、

蘇

我

稲

目

が

娘

の

堅

塩

媛

（

か

た

し

ひ

め

）

と

小

姉

君

（

こ

あ

ね

ぎ

み

）

の

姉

妹

を

欽

明

天

皇

の

大

后

・

后

と

し

て

宮

中

に

送

り

込

み

、

外

戚

と

し

て

の

地

位

を

確

立

し

、

権

勢

を

誇

っ

て

い

た

時

期

で

あ

る

。

河

勝

は

幼

少

の

頃

か

ら

聡

明

な

子

供

で

あ

り

、

色

々

な

こ

と

に

興

味

を

し

め

し

た

。

「

ま

あ

こ

の

子

は

な

ん

て

勿

体

な

い

食

べ

方

を

す

る

ん

で

し

ょ

う

。

そ

ん

な

に

沢

山

飯

粒

を

残

し

て

か

ら

に

。

河

勝

や

、

御

飯

は

一

粒

で

も

残

し

た

ら

罰

が

あ

た

り

ま

す

ぞ

。

お

米

が

食

べ

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

ま

で

に

は

多

く

の

人

々

が

八

十

八

回

も

汗

を

流

し

て

い

る

の

で

す

か

ら

ね

」

と

母

親

の

赤

子

郎

女

は

木

の

椀

の

端

に

残

っ

て

い

る

飯

粒

を

指

さ

し

な

が

ら

河

勝

を

叱

っ

た

。

「

は

い

。

ご

め

ん

な

さ

い

」

と

素

直

に

謝

っ

て

か

ら

河

勝

は

椀

の

端

に

へ

ば

り

つ

い

て

い

る

飯

粒

を

可

愛

ら

し

い

手

で

つ

ま

ん

で

は

口

へ

運

び

な

が

ら

聞

い

た

。

「

八

十

八

回

の

汗

と

は

ど

ん

な

汗

で

す

か

」

「

お

米

を

作

る

に

は

、

先

ず

田

圃

を

耕

し

て

、

水

を

引

き

、

苗

代

を

作

り

ま

す

。

苗

代

を

作

る

た

め

に

は

草

を

と

り

、

畝

を

作

っ

て

肥

や

し

を

や

り

、

ま

た

耕

し

て

畝

を

作

り

そ

の

上

に

種

籾

を

蒔

き

ま

す

。

種

籾

を

蒔

い

て

か

ら

も

種

が

烏

や

雀

に

食

べ

ら

れ

な

い

よ

う

に

、

籾

殻

を

焼

い

て

そ

の

上

に

か

－３－

ぶ

せ

ま

す

の

じ

ゃ

。

芽

が

で

て

か

ら

も

草

を

と

っ

た

り

、

肥

料

を

や

っ

た

り

し

て

苗

を

育

て

る

の

で

す

。

苗

が

育

つ

と

こ

れ

を

抜

い

て

、

田

植

え

を

し

ま

す

。

田

植

え

を

す

る

た

め

に

は

、

そ

の

前

に

別

の

田

圃

を

耕

し

て

水

を

引

き

、

準

備

を

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

田

植

え

が

終

わ

っ

て

か

ら

も

、

田

の

草

取

り

を

し

た

り

、

水

車

を

踏

ん

で

水

を

田

圃

へ

や

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。

や

が

て

稲

が

穂

を

出

し

て

実

っ

て

く

る

と

ま

た

烏

や

雀

に

食

べ

ら

れ

な

い

よ

う

に

、

案

山

子

を

た

て

た

り

鳴

子

を

つ

け

た

り

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

十

分

穂

が

み

の

っ

た

ら

今

度

は

稲

刈

り

で

す

。

刈

り

取

っ

た

稲

は

乾

燥

さ

せ

て

、

脱

穀

し

さ

ら

に

乾

燥

さ

せ

て

か

ら

今

度

は

籾

擦

り

を

し

て

籾

殻

と

お

米

を

分

離

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

こ

う

し

て

で

き

た

玄

米

を

臼

で

挽

き

、

糠

を

と

っ

て

は

じ

め

て

お

米

が

で

き

る

の

で

す

よ

。

こ

の

よ

う

に

し

て

お

米

が

で

き

る

ま

で

に

は

、

八

十

八

回

も

手

間

を

か

け

汗

を

流

し

て

い

る

の

で

す

。

こ

の

こ

と

を

忘

れ

な

い

よ

う

に

、

御

先

祖

様

は

米

と

い

う

字

を

作

ら

れ

た

の

で

す

。

」

赤

子

郎

女

は

秦

一

族

が

米

作

り

に

如

何

に

血

と

汗

を

流

し

て

き

た

か

を

、

一

族

の

未

来

の

統

率

者

に

子

供

の

う

ち

か

ら

教

え

こ

ん

で

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

使

命

感

に

燃

え

て

い

た

。

「

河

勝

や

、

お

米

は

今

で

は

田

圃

で

作

り

ま

す

が

昔

は

山

の

中

の

畠

で

作

ら

れ

て

い

た

の

で

す

よ

。

昔

々

、

お

米

が

此

の

国

へ

渡

っ

て

き

た

頃

は

山

を

焼

い

て

、

そ

の

跡

へ

お

米

の

種

を

蒔

き

、

稔

る

と

稲

穂

を

摘

み

取

り

そ

の

跡

へ

は

桑

の

木

を

植

え

た

の

で

す

。

桑

の

葉

は

お

蚕

さ

ん

の

餌

に

な

る

の

で

す

。

そ

の

頃

は

お

米

の

収

穫

量

は

と

て

も

少

な

か

っ

た

の

で

す

。

稗

と

か

黍

や

粟

の

ほ

う

が

作

り

や

す

く

手

間

も

掛

か

ら

な

か

っ

た

の

で

す

よ

。

山

を

焼

い

て

種

を

蒔

き

、

採

り

入

れ

が

終

わ

る

と

そ

の

跡

へ

桑

の

木

を

植

え

て

次

の

土

地

へ

移

っ

て

い

く

の

で

す

。

だ

か

ら

今

の

よ

う

に

一

つ

の

場

所

に

留

ま

っ

て

お

米

を

栽

培

す

る

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

無

か

っ

た

の

で

す

。

」

母

の

赤

子

郎

女

は

秦

国

勝

の

許

へ

嫁

い

で

き

た

と

き

に

一

族

の

長

老

か

ら

教

え

こ

ま

れ

た

米

作

り

の

歴

史

を

最

愛

の

息

子

に

伝

え

る

の

に

懸

命

で

あ

っ

た

。

－４－



「

そ

れ

で

は

何

時

頃

か

ら

、

今

の

よ

う

に

田

圃

で

お

米

を

作

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

か

」

「

こ

の

国

に

鉄

製

の

鍬

や

鋤

が

半

島

か

ら

渡

っ

て

き

て

畠

を

耕

す

こ

と

が

楽

に

な

っ

た

こ

ろ

か

ら

で

す

よ

。

今

か

ら

二

百

年

程

昔

の

こ

と

で

す

。

そ

の

頃

に

は

山

の

中

の

畠

で

水

を

溜

め

や

す

く

ま

た

水

の

抜

き

や

す

い

所

を

選

ん

で

御

先

祖

は

稲

を

栽

培

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

こ

の

よ

う

な

畠

を

棚

田

と

い

う

の

で

す

よ

。

水

稲

の

ほ

う

が

陸

稲

よ

り

も

収

穫

量

が

多

い

の

で

水

田

で

お

米

を

作

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

そ

し

て

、

農

耕

技

術

が

進

ん

で

く

る

と

、

次

第

に

人

々

は

平

地

へ

下

り

て

き

て

大

き

な

水

田

で

お

米

を

作

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

作

物

を

作

る

場

所

を

『

畠

』

と

か

『

畑

』

と

か

書

き

ま

す

が

読

み

方

は

ハ

タ

ケ

と

ハ

タ

で

す

。

ハ

タ

ケ

は

白

い

田

つ

ま

り

火

を

使

わ

な

い

か

ら

シ

ロ

イ

田

な

の

で

す

。

定

ま

っ

た

場

所

で

作

物

を

作

る

と

こ

ろ

つ

ま

り

定

畑

を

表

し

、

ハ

タ

は

火

の

田

つ

ま

り

焼

き

畑

を

表

す

の

で

す

」

母

は

指

先

に

水

を

つ

け

て

飯

台

に

『

畠

』

と

『

畑

』

と

い

う

二

文

字

を

書

き

な

が

ら

説

明

す

る

。

「

そ

れ

で

は

水

田

で

稲

を

栽

培

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

最

近

の

こ

と

な

の

で

す

ね

」

「

そ

う

で

す

よ

。

秦

氏

の

『

秦

』

を

今

で

は

ハ

タ

と

読

ん

で

い

ま

す

が

昔

は

シ

ン

と

読

ん

で

い

た

の

で

す

よ

。

同

じ

よ

う

に

秦

人

は

シ

ン

ヒ

ト

と

読

ん

で

い

た

の

で

す

」

「

何

故

、

シ

ン

を

ハ

タ

と

読

む

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

か

」

「

そ

れ

は

秦

氏

が

管

理

し

て

い

る

一

番

大

切

な

も

の

、

つ

ま

り

作

物

を

作

る

ハ

タ

と

織

物

を

織

る

ハ

タ

を

管

理

し

て

い

る

人

と

い

う

意

味

で

い

つ

の

頃

か

ら

か

世

間

で

は

秦

氏

の

こ

と

を

ハ

タ

氏

と

呼

ぶ

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

こ

の

よ

う

に

秦

一

族

に

と

っ

て

は

農

耕

と

機

織

は

そ

れ

を

抜

き

に

し

て

は

そ

の

存

在

価

値

が

な

く

な

る

程

大

切

な

仕

事

な

の

で

す

よ

。

更

に

土

木

技

術

に

も

秀

で

て

い

た

か

ら

こ

そ

川

の

流

れ

を

変

え

田

に

水

を

引

く

こ

と

が

出

来

、

飛

躍

的

に

お

米

の

収

穫

量

を

増

や

す

こ

と

が

出

来

た

の

で

す

。

こ

の

葛

野

の

桂

川

に

大

堰

を

築

き

氾

濫

を

無

く

し

お

米

が

採

れ

る

よ

う

に

さ

れ

た

の

も

御

先

祖

様

の

努

力

の

賜

物

な

の

で

す

」

「

御

先

祖

様

っ

て

偉

か

っ

た

の

で

す

ね

。

秦

氏

の

御

先

祖

様

は

ど

ん

な

か

た

だ

つ

た

の

で

す

か

」

と

河

勝

の

好

奇

心

は

飛

翔

し

て

ゆ

く

。

－５－

「

遡

れ

ば

秦

の

始

皇

帝

に

ま

で

行

き

着

き

ま

す

が

、

弓

月

の

君

（

ゆ

づ

き

の

き

み

）

と

い

う

人

が

秦

氏

の

始

祖

と

さ

れ

て

い

る

の

で

す

」

「

も

っ

と

聞

か

せ

て

」

と

河

勝

は

せ

が

む

。

「

今

日

は

こ

こ

ま

で

。

も

う

遅

い

か

ら

お

休

み

な

さ

い

。

弓

月

の

君

の

こ

と

は

深

草

の

長

老

様

に

お

願

い

し

て

教

え

て

い

た

だ

き

な

さ

い

。

私

よ

り

も

詳

し

い

こ

と

を

ご

存

じ

だ

か

ら

」

母

の

赤

子

郎

女

は

我

が

子

河

勝

の

知

識

欲

に

た

じ

た

じ

と

な

り

な

が

ら

、

や

っ

と

寝

か

せ

付

け

た

。

日

本

列

島

に

米

が

渡

来

し

た

の

は

2,

20

0

年

程

前

だ

と

み

ら

れ

て

い

る

。

秦

河

勝

が

生

ま

れ

た

頃

か

ら

数

え

れ

ば

約

77

0

年

程

昔

の

こ

と

で

あ

る

。

米

は

倭

人

が

日

本

列

島

に

も

た

ら

し

た

も

の

で

あ

る

こ

と

が

考

古

学

・

歴

史

学

・

民

俗

学

・

比

較

人

類

学

等

の

研

究

の

成

果

と

し

て

ほ

ぼ

証

明

さ

れ

て

い

る

。

そ

も

そ

も

倭

人

と

は

ど

の

よ

う

な

人

種

で

あ

り

、

日

本

の

経

済

及

び

文

化

の

基

礎

と

な

っ

た

米

と

倭

人

と

は

ど

う

い

う

関

わ

り

を

持

っ

た

の

か

と

い

う

こ

と

を

辿

っ

て

み

れ

ば

、

秦

河

勝

の

先

祖

で

あ

る

秦

人

と

そ

の

子

孫

で

あ

る

秦

一

族

が

日

本

の

農

耕

技

術

・

養

蚕

技

術

・

土

木

技

術

・

手

工

業

技

術

に

秀

で

た

も

の

を

持

っ

て

お

り

、

祭

祀

に

重

き

を

お

く

氏

族

で

あ

っ

て

、

古

代

大

和

国

家

の

繁

栄

に

多

大

の

貢

献

を

し

た

氏

族

で

あ

る

こ

と

が

理

解

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

米

の

原

種

は

大

き

く

分

け

れ

ば

、

四

種

類

位

に

分

け

ら

れ

る

が

、

ア

ジ

ア

で

つ

く

ら

れ

る

の

は

こ

の

う

ち

の

長

粒

米

（

イ

ン

デ

ィ

カ

）

と

短

粒

米

（

ジ

ャ

ポ

ニ

カ

）

と

の

二

種

類

で

あ

る

。

同

じ

米

で

あ

っ

て

も

こ

の

長

粒

米

と

短

粒

米

と

で

は

、

人

間

と

猿

く

ら

い

の

違

い

が

あ

る

。

即

ち

長

粒

米

と

短

粒

米

と

を

か

け

あ

わ

せ

て

も

、

穂

は

で

き

る

け

れ

ど

も

実

が

で

き

な

い

。

つ

ま

り

染

色

体

の

数

が

基

本

的

に

違

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

長

粒

米

と

短

粒

米

の

原

種

の

分

布

を

調

べ

て

み

る

と

、

氾

濫

原

で

は

長

粒

米

し

か

な

く

、

河

岸

段

丘

の

上

で

作

ら

れ

て

い

た

米

は

殆

ど

が

短

粒

米

で

あ

っ

た

。

長

粒

米

の

発

祥

の

地

は

ガ

ン

ジ

ス

河

流

域

の

よ

う

な

氾

濫

原

で

あ

り

、

短

粒

米

の

発

祥

の

地

は

ヒ

マ

ラ

ヤ

山

系

の

谷

々

の

よ

う

な

棚

田

で

あ

る

。

棚

田

と

は

水

を

溜

め

れ

ば

湿

田

と

な

り

水

を

落

と

せ

ば

－６－


