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は じめ に

朝 鮮 三 国 とは高 句 麗 ・百 済 ・新 羅 の3国 を指 す 。い ず れ もそ の政 治 ・文 化 ・経 済 ・

軍 事 の 中 心 は,王 都 で あ り,そ こ には 当然,王 が居 住 し政 務 を執 る王宮 が あっ た。

こ こで は,こ れ ら3国 に お け る王 都 の 変 遷 を概観 し,そ の東 ア ジ ア の 中で の位 置 づ

け につ い て も言 及 した い(図1)。

図1朝 鮮 古代王都位置図
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1.高 句麗の王都

まず高句麗で あるが,高 句麗の700年 をこえる歴 史は,王 都の変遷 を通 して,次

の3期 に区分す ることができる。

前期 卒本時代

前1世 紀初～後3世 紀初

中期 国内時代

3世 紀初～427年

後期 平壌時代

427年 ～668年(滅 亡)

この うち後期 は,さ らに二つ に細分す るこ とができ,前 半 を前期 平壌城,後 半 を

後期平壌城 または長安城 時代,と よぶ。長安城遷都 は586年 で ある。

(1)前 期 一卒 本 時 代

高 句 麗 の 伝 統 的 な都 城 制 と して 知 られ る の は,平 地 に お け る王 の 居城 と,そ の背

後 にお け る逃 げ城 と して の 山城 との セ ッ ト関係 で あ る。そ の こ とは,『 周 書 』巻49・

高 麗 伝 に,

平 壤城 に治 す 。 其 の城 東 西 六 里 。 南 は狽 水 に 臨 む。 城 内 に は唯 だ積 倉 儲 器 し寇

に備 え,賊 至 るの 日,方 め て入 りて 固守 す。王 は則 ち別 に宅 を其 の側 らに為 り,

常 には 之 に居 らず 。

とあ る こ と に よ って わ か る。 これ は 直接 に は,前 期 平壌 城 につ い て 述 べ た もの で あ

るが,前 期(卒 本)・ 中期(国 内)に もそ うで あ っ た こ とが確 認 され て きて い る。

まず 卒 本 で あ るが,こ れ は建 国 の神 話 に も登 場 す る伝 説 の都 とい って も よい。 た

だ し後3世 紀 まで 存続 した ので あ るか ら,伝 説 に とどま らず,現 実 の 地 と無 関係 で

は あ りえな い。 現在 の 中 国遼 寧 省 桓仁 県 に あた る。 近 年 特 に,遺 跡 の 分布 調 査 や 発

掘 調 査 が す す み,実 態 が しだい に明 らか に な りつ つ あ る。

高 句 麗 の 碑 文 と して広 く知 られ る 「広 開土 王 碑 」 に よれ ば,高 句 麗 の 始祖 鄒 牟 王

は 「沸 流 谷 の忽 本 の 西 に於 て 山上 に城 きず きて 都 を建 つ 」 とあ り,そ の忽 本 が 卒本

と同 じ とみ られ る。 卒本 とい う表 記 は,朝 鮮 の現 存 最 古 の歴 史 書 『三 国 史記 』 に み

え る もの で,そ こ は沸流 水 の ほ と りに あ っ た とす る。

こ の 山上 の城 と知 られ る の が,桓 仁 の 五女 山城 で あ る。 五 女f-L-1は玄武岩 の 屹 立す

る岩 盤 で,そ の相 貌 は 見 る人 を畏 怖 させ る。 頂 上 部 は 平 坦 で,特 に防御 施設 を必 要

と しない が,岩 盤 の 亀裂 す る登 りや す い所 に,少 し石 組 み を して い る。城 壁 は そ こ

か ら100rnほ ど さが った東 側 のみ に築 い て お り,延 長 約1kmほ どに な る。1996～1999

年,お よび2003年 に,頂 上 部 の城 内 が発 掘 調 査 され,建 物 址 も検 出 され た。遺 構 ・
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遺 物 はお よそ5期 に分 け られ,そ の うち の第3期 が 紀 元 前後,第4期 が4世 紀 末 か

ら5世 紀 初 と考 え られ る(1)。特 に,第3期 が,高 句 麗建 国 の 時期 に近 く,そ の 草 創

期 か ら城 内 が用 い られ て い た こ とを知 る こ とが で き る。

こ の 山城 の東 側 に卒 本 が あ っ た とい うこ とに な るが,候 補 地 と して,富 爾 江 と渾

江 との合 流 点 あ た りが考 え られ る(2)。 富%X江 は 沸 流 水 に あた る とみ られ,そ の 名 が

残 った もの と思 われ る。合 流 点 近 くに は,蜊 哈城 と よばれ る方 形 の石 城 が あ る(図

2)。 一 辺 約200mの 小 さい城 で あ る(3)。高 句 麗 には方 形 の城 を造 る伝 統 が な く,お

そ らく漢 の武 帝 が玄 菟 郡 を置 い た とき,そ の 一 県城 と して造 営 され た も の とみ られ

る。中期 に都 とな る吉林 省 集 安 市 に も大型 の方 形 石 城 が あ るが,1975～77年 にか け

て の 断 面調 査 の結 果,芯 の部 分 に土 塁 が あ った こ とが わ か った。 っ ま りも とは土城

で,の ち に上 を 石 で覆 っ た とい うこ とで あ る(4)。石城 に 改築 した の は高 句麗 人 で あ

るが,も との 土城 は,玄 菟郡 の県 城 と考 え られ る。 それ と同様 に,蜊 哈 城 も ほん ら

い は土 城 で 高 句 麗人 が石 築 した ので は ない だ ろ うか(5)。現 在 はダ ムの た め に水 没 し

て お り,渇 水 期 に は顔 を の ぞ かせ る とい うが,調 査 は 困難 で あ ろ う。

この よ うに想 像 を して,わ た しは,高 句麗 の 前期 王都 が,蜊 哈城 と五 女 山城 の セ

ッ トで成 り立 っ てい た と考 え る。 富 爾 江 の流域 は,高 句 麗 の前 史 を考 え る上 で も重

要 な 小荒 溝 遺 跡 が あ り,ま た寺 廟 か と され る東 古城 子 遺 跡 もあ る。 後 者 は,あ るい

は 始祖 を 祀 る廟 で,高 句麗 王 が遷 都 後 も しば しば訪 れ た も のに あ た るの で は な い か

と思 う。

図2桓 仁地方の城址分布 図
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そ うであれば,先 にふれ た高句麗 の伝統的 な王都 のあ りかた,す なわちふ だんの

居城 と,外 敵侵入 の際の山城のセ ッ トが,前 期か らみ られ ることにな る。高句麗 の

興起 は,自 分たちの住地 に漢が郡県支配 を及 ぼ した ことと大いに関わってお り,そ

れ に対す る反 抗や,ま たそれか ら倣 った政治的 ・軍事的 ・文化的影響 に よって,成

長 した もので ある。 そ して支配勢力を撤退 させ,県 城 を奪取 して,自 分 たちのもの

として転用 したのであ り,そ の時期を高句麗の興起 ととらえることができる。従 っ

て,高 句麗 にはその当初 か ら,方 形の土城が存在 した ことになる。

(2)中 期 一 国 内 時 代

国 内へ の遷 都 は,『 三 国 史記 』 で は,紀 元 後3年 の こ ととす るが,『 魏 志 』 高 句 麗

伝 に よ る限 り,3世 紀初 め の こ ととみ な けれ ば な らな い。 抜 奇 と伊 夷模 の兄 弟 で王

位 を め ぐる争 い が お こ り,人 々が 弟 を 王 に した とこ ろ,兄 はそ れ を怨 ん で遼 東 に勢

力 を も って い た公 孫康 に 降 り,そ の援 助 を得 て弟 に対抗 した。 そ の た め弟 は 「更 め

て新 國 を作 る。 今 日の在 る所 是 れ な り」 とあ る。 この 「今 日の在 る所 」 とは,魏 が

攻 撃 し陥 落 させ た 王都 で あ り,集 安 を指 す こ とが確 実 で あ る。 従 って そ れ ま で は,

集 安 以 外 の とこ ろ にい た こ とに な る。 兄 は も どって 「沸流 水 に住 」 ん だ が,そ れ は

前 期 王 都 で あ る と考 え られ る。す な わ ち,前 期 か ら中期 へ の遷 都 は伊 夷模 の 時代 で,

公 孫 康 の時 代 で も あ る。 公 孫 康 は204年 に父 度 の あ と をつ い でお り,そ れ よ りあ と

で あ るか ら,3世 紀 初 とい うこ とにな る。

中期 王都 は,丸 都 とも い う。 『魏 志 』 で は 「丸 都 の 下 」 と してお り,丸 都 は 山 の

名 とみ るべ き で あ るが,王 都 の名 で あ るか の よ うに誤 解 され,そ れ が定 着 して い っ

た。 高句 麗 固有 の よび か た は,国 内城 で あ る。

国 内城 が 集 安 に あた る とい うこ とは,直 接 に は,魏 の侵 攻 の 際 に,司 令 官 で あっ

た毋 丘倹 が 残 してい った とい う紀 功 碑 の 断 片 が,1906年 に集 安 のす ぐ西 の板 岔 嶺 か

ら見 つ か っ た こ とに よる が(6),集 安 には 「広 開 土 王碑 」 や 将 軍 塚 ・大 王 陵 を は じめ

とす る無 数 の積 石 塚 が 散 在 してお り,ま った く問題 は ない。 桓 仁 と集 安 とは,高 句

麗 の 当初 か らの二 大 根 拠 地 で あ り,中 心 地 で あ っ た。 遷 都 後 に盛 ん に な った とい う

の で は ない 。 む しろ集 安 の ほ うが,前 期 にお い て も有 力 で あ った と見 るべ き か も知

れ な い。 しか し最 初 の 都 は,桓 仁 の ほ うが 選 ば れ た,と い うこ とで あ る。

中期 王都 にお け る平 地 の居 城 が集 安 市 内 に あ る通溝 城(現 地 で は,「 国 内 城 」 と

よん で い る)に あた る こ とは,問 題 な い と思 われ るが,周 長2,738mで あ り,王 宮

のみ が 中 に あ っ た とい うこ とで は な く,住 民 もそ の 中 に住 ん で い た と考 え る必 要 が

あ ろ う。通 溝 城 の城 壁 は,集 安 県 が 成 立 した1902年(当 時 は輯 安)以 来,修 築 され

て 県城 と して利 用 され た が,そ の後 市 街 地 が 広 が っ て,多 く破 壊 され た。 北 壁 は よ
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く残 って い るが,東 壁 は ほ とん どな く,西 壁 や 南 壁 の 一 部 は,住 宅 の基礎 に用 い ら

れ た り して 残 っ て い た。 近 年,整 備 され,西 壁 の ほ とん どは,住 宅 の撤 去 等 に よっ

て,全 体 を よ く見 る こ とが で き る よ うにな っ た(図3)。 そ の城 内で,い くつ か の遺

構 が確 認 され て い るが,市 街 地 に あ た り,系 統 的 な調 査 は行 われ てい な い。 発 掘 さ

れ た遺 構 の うち,特 に城 内 中心部 に位 置す る体育 場 地 点 で は,4棟 の大型 建 物 址 が

検 出 され て お り,最 大 の もの は20m×30mを 超 え る礎 石建 物 で あ った 。 この あ た り

が,王 宮 と関 わ る もの で は ない か と想 像 され る(7)。

これ とセ ッ トをなす 山城 は,山 城 子 山城 で あ る。 通 溝城 か らは,西 北約3㎞ で あ

る。周 長6,951mの 巨大 山城 で あ り,現 在 も特 に北 側 の 石 築城 壁 が よ く残 っ て い る。

い くつ か の 峰 を結 び な が らも,大 き く谷 を と りこん で,城 壁 は ほ とん ど平 地 ま でお

りて くる,典 型 的 な 高句 麗 山城 で あ る。 正 門 に あた る南 門 お よび そ の周 囲 は,発 掘

調 査 され,整 備 され た。 城 内で は,こ れ ま で3ヶ 所 の 建 物 址 が確 認 され て い る。 そ

の うち2号 ・3号 と よばれ て い た もの は,瞭 望 台 とい う城 内 の展 望 台 的 な石 築 の施

設 と,そ れ に隣 接す る,戍 卒居 住 施 設 と され る。1号 建 物 址 は,緩 や か な傾 斜 面 を

整 地 した 平 地 に礎石 が散 乱 し,瓦 当や 瓦類 が 散布 して い た と ころ で,発 掘 の結 果,

2003年版濁内城平面囲
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南北95.5rn,東 西86.5mの 墻 壁 で 囲み,2ヶ 所 の 門が あ り,そ の 中 を4段 に造 成 し

て,各 段 に長 大 な礎 石 建 物 址 を配 し,ま た八 角 建 物 址 が 配 置 され て い た(8)。宮 殿 遺

構 で は ない か とみ て い るが,常 住 の王 宮 で は な い で あ ろ う。

以 上 の前 期 ・中期 王都 は,と も に平 地 の居 城 と,そ の 近 くに 山城 との セ ッ トか ら

な る も ので,高 句 麗 の伝 統 的 な王 都 の構 造 を もっ とい え るが,そ もそ も平 地 の居 城

は,漢 の県 城 を奪 取 し転用 した も ので,計 画 的 にそ の よ うな構 造 を め ざ した とい う

よ りは,結 果 的 にそ うな っ た とい うべ きで あ ろ う。

(3)後 期 一 平壌 時 代

広 開 土王 の領 土拡 大 を経 て,高 句 麗 は427年 に平 壌 遷都 を 敢行 す る。 そ の 当初 の

王都 は,現 在 の平 壌 市街 地 で は な く,東 北郊 外 に あ る大城 山城 とそ の近 くの 清岩 里

土城 の一 帯 で あ った(図4)。 そ の あた りも平壌 の一 部 で あ り,当 時 も平 壌城 と呼 ば

れ た。 こ こ で は前 期 平壌 城 とよぶ 。 高 句 麗滅 亡後 は,そ の こ とが忘 れ られ て い き,

李朝 時代 にお い て は,平 壌 遷 都 とい え ば,当 然 の よ うに,現 在 の市 街 地(当 時 の平

壌 府)が 想 定 され た。 そ れ を正 しい認 識 に変 え た の は 関野 貞 で あ っ た が(9),王 宮 址

と推 定 した清 岩 里 土 城 の 中の最 も多 量 に瓦 の散 布 す る とこ ろが,そ の 死後1938年 に

発 掘 され,寺 址 で あ る と確 認 され た(lo)。朝 鮮 民 主 主 義人 民共 和 国 の 学 界 で は,そ の

こ と もあ っ て,大 城 山城 のす ぐ南 麓 に あ る安鶴 宮址 とい う宮殿 遺 構 を,前 期 平壌 城

の 王 宮址 で あ る と考 えて い る(11)。しか しそ こに散 布 す る瓦 は ほ とん ど高 麗 時 代 の 瓦

図4平 壌付近の遺跡分布 図
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で あ り,ま た宮殿 遺構 の 下層 に は5世 紀 後 半 の石 室墳 の基 底 部 が残 っ てい る。 つ ま

り古墳 を破 壊 して 造 営 され てい るの で あ る(12)。従 っ て,ど う考 え て も前 期 平壌 城 の

王 宮 とは考 え られ な い。わ た しは 高麗 時 代 の1081年 に造 営 され た左 右 宮 の うち の左

宮 が該 当す る ので は な い か と考 えて い る(13)。平壌 は高 麗 時 代 の王 都 で はな い が,高

句 麗 の都 の あ った と ころ と して 西 京 とされ,王 も しば しば行 幸 した。 その た めの行

宮 が い くつ も造 営 され て い る。 城 内 に 寺 址 が あっ て も,5世 紀 の 瓦 が 出土 す る清岩

里 土城 の ほ うが,平 地 の居 城 にふ さわ しい と考 える。

清岩 里 土城 は,一 部 丘 陵地 帯 を含 み,自 然 地 形 を利 用 した城 壁 もあ るが,周 長 約

5kmあ る。 寺 址 以 外 に も瓦 の散 布 地 は あ るが,城 内 に は主席 宮や 迎 賓 施 設 な どが あ

り,発 掘調 査 は行 われ て い な か った 。しか し1995～97年 にか け て城 壁 お よび城 内 の

発 掘調 査 が行 われ た 。 そ の詳 細 はま だ 紹 介 され て い な いが,城 壁 は 上 下二 層 あ り,

下 層 は 高句 麗 を は るか さか の ぼ る檀 君 時 代 の もの で,上 層 が 高句 麗 時代 の もの とす

る。 ま た城 内 で は3棟 の建 物 址 が検 出 され た とい う(14)。

大城 山城 は,周 長7,076mに お よぶ 巨 大 山城 で,や は り連 峰 式 ・包谷 式 で あ る。

1958～61年 にか けて お よび そ の 後 も,発 掘 調 査 が行 われ,二 つ の調 査 報 告 が公 刊 さ

れ て い る(15)。た だ し城 壁 や 城 内の 池 の 発 掘 が 中心 で,建 物址 の発 掘 は将 台址 とみ ら

れ る2ヶ 所 に と どま り,山 城 の全 容 は まだ よ くつ か め ない 。 瓦 な どの 出土 遺物 か ら

み れ ば,前 期 平 壌 城 の 山城 と して問題 は ない 。

この 大城 山城 一 帯 か ら,平 壌 市 街 地 に移 った の は586年 で,そ れ 以後 を後期 平壌

城 とよぶ。20世 紀 初 まで,市 街 地 に は 四つ の部 分 に 区画 され る城 壁 が残 っ てお り,

あわ せ る と23㎞ に もお よん だ が,そ の 後 の開 発 ・戦 災 ・復 興 な どで ほ とん ど消滅 し,

現 在 は 一部 が残 るの み で あ る(図5)。 ただ し四つ の 区画 の うち 中城 壁 とよぶ東 西方

向の城 壁 は,高 麗 時 代 に広 す ぎ る外城 を切 り捨 て るた め に築 い た もの で,高 句 麗 時

代 に は内城 ・外 城 と北城 の 三つ の部 分 で あ った と考 え られ る(16)。

城 壁 に は 文字 を刻 ん だ 城 石 が あ り,こ れ ま で5点 知 られ て い る。 それ は城 壁 工事

の責任 者 を 明示 し,工 事 に責任 を もた せ た も ので,工 事 開始 日 ・工事 区間 ・距 離 な

ども記 して い る。 そ れ を通 して,城 壁 工事 の経 緯 を考 え る こ とが で き,566年 に 内

城,589年 に外 城 を築 い て い る こ とが わ か る。 遷都 の 計画 は552年 に決 定 され,遷

都 は586年 で あ る か ら,選 地 ・整 地 な どを経 て まず 内城 を築 き,遷 都 後 に外城 を築

いた の で あ る(17)。そ の 点 か ら も内城 が重 要 で あ った とみ られ,王 宮 の第 一 候補 で あ

る。 内城 は 丘 陵地 帯 で あ り,現 在 も万 寿 台 議 事 堂 な どが あ るが,高 麗 時代 には 行 宮

の 中心,李 朝 時代 に は平 壌 府 の官 衙 が置 かれ てい た。 それ に対 して外 城 は,条 坊制

の痕 跡 も確 認 され,一 般 民 の居 住 空 間 で あ る と考 え られ る。北城 は離 宮 で あろ う(18)。

条 坊 制 に つ い て は,不 整 形 な外城 を 区画 す るた め不 規則 で は あ るが,12.6～12.8m
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図5長 安城城壁城門位置図

の大 路 が南 北 に3本,東 西 に1本 走 り,そ の 中 を4.2mほ どの 中 路 が通 って い る。

大路 に は両 側 に60～70cmの 側 溝 が あ る。 さ らに計 算 上,幅1.4mほ どに な る小 路が
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中路で区画 された 中をさらに四分 していた ことにな る。大路 には発掘 で確認 された

箇所 もあ り,中 路 には両側 に道路界 を示す石標 がかつて立 ってお り,そ れ を通 して

確認 され た箇所が多いが,小 路 は確認 されたわけではない(19)。

以上の よ うに,高 句麗 の王都 は,卒 本 ・国内 ・平壌 と変遷 したのであるが,平 壌

時代の後 半になって,そ れ まで の伝統 を打ち破 り,王 宮 と住民の居住空間 とを大き

く囲む城壁(外 城 と内城 の外側部分。 羅城)が 築 かれ,条 坊制 も施行 されたのであ

った。 こうした羅城 ・条坊制 は,中 国的な要 素 とい うこ とができ,最 後の段 階にな

って中国的 な都城づ くりがめざされた といえる。高句麗 と北魏 の密接な関係 か らす

れ ば,そ の都洛陽の影響 を うけた もの と考 えるこ とができ る。ただ し地形 に も制約

され,ま た伝統にも制約 されたかたちの中途 半端な ものであった。

2.百 済 の 王 都

百済 も,や は り王 都 に即 した 時期 区分 をす れ ば,次 の よ うにな る。

前 期 漢城 時代

?～475年

中期 熊津 時代

475年(実 質 は477年)～538年

後期 泗 批 時 代

538年 ～660年(滅 亡)

この うち 前期 は,さ らに細 分 す る こ とが で き る。『三 国 史記 』に は,371年 を境 に,

慰 礼 城 か ら漢 山へ と移 動 が あ った こ とを伝 え る。 実 をい えば前 期 につ い て は,史 料

的 に複 雑 な遷 都 関係 の記 事 が あ るが,わ た しは それ を整 理 した上 で,371年 の遷 都

のみ を認 め る こ とにす る(20)。慰 礼 城 も漢 山 も,同 じ漢 城 地 域 にあ り,ま た とも に漢

城 と もよ ばれ た 。 ま た 『目本 書 紀 』 で は,漢 城 陥 落 の 記 事 で 「慰 礼 を失 う」 と して

お り,慰 礼 の名 が最 後 ま で残 って い た こ とが わ か る。慰 礼 城 も漢城 も,大 城 とい う

意 味 で 同 じで あ る とい う意 見 が あ り,慰 礼 城 ・漢 城 ・漢 山城 な どの名 が一 貫 して使

われ た ので あ ろ う。 こ こ で は,あ わせ て漢 城 時 代 と よぶ。

(1)前 期一漢城 時代

漢城は,現 在 の韓国の首都 ソウルにあた る。ただ し,ソ ウル を流れ る漢江の南側,

いわ ゆる江南の地であ り,か つては広 州郡 に属 した。『三国史記』の伝 える百済の建

国伝説では,紀 元前18年 に,高 句麗 か ら南下 した始祖温祚が 「河南の慰礼城」に都

を定 めて百済 を建 国 した,と す る。『魏志』には,百 済 の前身である伯済国の名 が馬

韓の一国 として知 られ,実 際の 厂建 国」はそれ以後 とみ るべ きである。
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図6漢 城地域の城址分布図

さて慰礼城 ・漢 山城 の候補地であるが,江 南 には王陵を含む とみ られ る石村洞古

墳群があ り,そ れ に近い ところで,二 つの土城が知 られ てい る。 風納土城 と夢村土

城で ある(図6)。 『三 国史記』の漢城 陥落の際の記事 に,北 城 と王の居城 とみ られ

る南城 とが現れ るが,そ の北城 に風納土城 を,南 城す なわち王城 に夢村 土城 をあて

る考 えが一般化 してい る(21)。その理 由は,両 者 の位置 ばか りではな く,近 年 の発掘

を通 して,風 納 土城 の城 内で環濠聚落 が確認 され,環 濠 が3世 紀前半～中葉 に廃棄

された とみ られ るこ と,す なわち城壁 の築造はそれ以後,3世 紀 中葉 か ら後 半 と考

え られ るよ うになった こ と,お よび夢村 土城 も,出 土 した西晉代の銭 文陶器片 か ら,

築造年代 が風納 土城 と同時期 と考 え られ るこ と,な どである。 同 じ時期 に両城 があ

るため,後 者 を王城 にあてたのである。371年 の遷都 は一時的な もの として考慮 に

入れず,北 城 ・南城 の記事 を大きなよ りどころ として,ひ とつの王城 に限定 したた

めに得 られ た結論で あるが,371年 の遷都 を認 めるとすれ ば,漢 城 陥落時の,す な

わち後半の漢城 は夢村土城 で よいが,そ れ以前は別 の ところに求 める必要がある。
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そ れ を風 納 土城 に あて て も,年 代 的 に はお か しくな い。

わ た しは,前 半 が風 納 土城,後 半 が 夢 村 土城 で,371年 に移 動 が あ った と考 え て

い る。 両城 は併 存 して もい っ こ うにか ま わ な い の で あ る。 た だ し,風 納 土城 の 内部

の調 査 の詳 細 が報 告 され,そ うした見 方 と相 容 れ な い こ とが 出て く るか も知 れ な い。

最 終 的 な確 認 は,現 在 な お継 続 して い る発 掘 調 査 の成 果 を待 つ必 要 が あ る(22)。

風 納 土城 は,ほ ぼ長 方 形 で,ほ ん らい3,500mは あ った とみ られ るが,1925年 の

漢 江 の洪 水 で西 壁 が 流失 し,南 壁 も開発 で か な り失 わ れ た。

夢 村 土 城 は,自 然 丘 陵 を利 用 した 不 整 形 で,低 い とこ ろや 連 結 しない と ころ に は

版 築 で城 壁 を造 っ て い る。 周長 は2,285mで あ る。 オ リン ピ ックの 施設 がそ の 一 帯

に建 設 され る こ と にな り,1983年 か ら発 掘調 査 が は じめ られ,遺 構 の確 認 に よっ て

89年 まで継 続 し,そ の 後 はオ リン ピ ッ ク公 園 と して復 元整 備 され た。城 内 の発 掘 が

高地 帯 に限 られ た た め,検 出 され た建 物址 も,地 上 建 物址1,版 築 盛 土台 址1,竪

穴建 物 址2,望 台址4な どで あ っ た。 この うち特 に注 目 され るの は,城 内西 南 部 の

高台 に立 地 す る地 上建 物 址 で,地 山 に1mほ ど盛 り土 し,そ の上 に側 面2間,正 面

4間 以 上 の 根 固 め石 が残 る。柱 間 は側 面3m,正 面 で5.5mほ どで あ る。王 宮 と して

は これ が 最 も可 能性 が高 い 。東 に約25m離 れ て版 築 盛 土 台址 が あ るが,そ れ は 池 を

とも なっ て お り,苑 地 の 中の 台謝 の あ とで は ない か とみ られ て い る(23)。

(2)中 期 一 熊津 時代

前 期 王都 は,475年,高 句麗 の侵 攻 を受 けて 陥 落 した。 当時 の蓋 鹵王 も殺 され,

百 済 はい っ た ん滅 んだ とい っ て も よい が,王 族 が は るか南 の熊 津 で再 興 した。『日本

書 紀 』で は 再 興 を477年 の こ と とす る が,そ の ほ うが正 しい と考 え られ る。『三 国史

記 』 で も,そ の年 に王 宮 を 「重 修 」 した とあ るが,475年 造 営 の 王宮 をす ぐ2年 後

に修 築す る の はお か し く,こ れ が初 築 で あ った と考 え るべ きで あ ろ う。

そ の よ うな事 情 で選 ば れ た 中期 王 都 熊 津 は,決 して予 定 され た都 で はな く,急 遽

落 ち着 い た先 で あ った 。 そ のた め,臨 時 的 な 王都 とい った性 格 が強 く,そ の 当初 か

ら本 格 的 な都 づ く りをす す め るべ き場 所 さが しも行 われ て い る。

熊 津:は現 在 の忠 清 南 道公 州 市 に あた る。 市街 地 の北 か ら西 に錦 江 が流れ てい るが,

北側 で それ に 面 した 公 山城 が,王 城 と考 え られ る(図7)。 西 側 には,武 寧 王 陵 で 知

られ る宋 山里 古 墳 群 が あ る。 そ れ につ づ く丘 陵 が錦 江 にぶ つ か る とこ ろに艇 止 山が

あ り,近 年 の発 掘 に よっ て環 壕 ・木柵 列 の 中 に大壁 づ く りの建 物 址 が い くつ か 検 出

され,特 異 な遺 構 とされ る。 武 寧 王 妃 の殯 に用 い た建 物 で は な いか,と み る意 見 も

あ る。

公 山城 の城 壁 ・内部 は,1980年 代 に 断 続 的 に発 掘 が行 わ れ,城 内 で最 も平 坦 な,
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図7公 山城 内

遺跡現況図

図8公 山城推定

王宮址遺構図

公幽城推定主宮taE遺構図(安 承周 『公由城蒼済推定薫宮址発掘調査報告蜘 公彊頗
範大学蓿済文化研究所1987よ り)
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か つ て公 園運 動 場 が あっ た とこ ろが,王 宮 址 と推 定 され て い る。 掘 立柱 の建 物址 と

礎 石 建物 址 が錯 綜 す るか た ち で重 な り,い ま ひ とつ 明確 で は な い が,報 告 書 で は礎

石 建 物 の ひ とつ を王 宮 の候 補 と考 えて い る(24)。そ の築 造 年 代 の推 定 は容 易 で は な く,

そ の 通 り王宮 で よい の か ど うか は確 言 で きな い が,城 内で は この平 坦 地 が 最 も有 力

で あ る とは い え る(図8)。

城 壁 は周 長 約2,600m前 後 で あ り,今 は石 築 の城 壁 が め ぐ るが,ほ ん らい は ほ と

ん ど土築 で あ った 可 能性 が高 い 。 今 も一 部,土 築城 壁 が残 る。

熊 津 時代 の王 都 に関 して,最 も重 要 な問 題 は,羅 城 の存 否 で あ る。 これ は 日帝 時

代 に現 地 に い た軽 部 慈 恩 が,引 き揚 げ後 に発 表 した論 考 の 中で,住 民 の 居住 空 間 を

大 き く取 り囲む 羅城 が存 在 した こ と を主 張 した た め で あ るが(25),そ の後,そ れ を確

認 した もの が い ない 。従 っ て,現 在 は否 定 的 な 意見 が大 勢 で あ る とい え る。 公 山城

の ま わ りに それ を補 助す るか た ちの 小 さな 山城 が あ り,そ こに は城 壁 が 残 るが,そ

れ らは それ 自体 で 完 結す る もので,羅 城 の 一 部 をなす もの で は な い。 熊 津 時代 に は

羅 城 は な か っ た,と 考 え るの が妥 当で あ る(26)。

(3)後 期 一 泗;tr時 代

後 期 王都 の泗 批 は,現 在 の忠 清 南 道 扶 余 郡 扶 余 邑に あた り,公 州 か らは30kmほ

ど しか離 れ て い ない 。 熊 津 が予 定 外 の都 で あ った の に対 して,泗 批 は,計 画 的 な王

都 で あ っ た。選 地 ・下見 を経 て,遷 都 に先 立 っ て,王 宮 予 定 地 の整 地,王 宮 の築 造,

お よび 王宮 背 後 の 山城 の 築造,さ らに は羅 城 の 造営 が な され た もの と考 え られ る。

背 後 の 山城 とは,扶 蘇 山城 を指 す が,近 年 の発 掘 を通 して 「大通 」 とい う刻 印 のお

され た 瓦片 が発 見 され て い る。「大通 」は,中 国梁 の年 号 で,527～529年 に あ た る。

造 営 工事 が,遷 都 前 に進 め られ てい た こ とを うらづ け る もの で あ る。

邑の 北部,錦 江 に面 して扶 蘇 山城 が あ る。 そ れ が 王城 で あ るが,中 期 ま で と異 な

り王 宮 は そ の 中 で は な く,城 外 南 側 に あ った と考 え られ る。 ゆ るや か な傾 斜 面 を整

地 して,王 宮 お よび 官 庁 を建 て た よ うで,か つ て の扶 余 博 物館(現,扶 余 文化 財 研

究 所)の 東 側 お よび 南 側 で発 掘 調 査 され た が,建 物 址,方 形 の池,道 路 遺構 な どが

検 出 され た。「北舎 」とい う銘 の あ る土 器 も出 土 した。近 年 は,そ れ につ づ く西側 を,

扶 蘇 山麓 に沿 う形 で,発 掘 が つ づ け られ て お り,大 型 建 物 址 も検 出 され て い る(27)。

い まの と こ ろ,明 確 に王 宮 で あ る とい え る遺 構 が確 認 され て い るわ けで はな い が,

この あた りに 王宮 が あ った こ とは ほ ぼ 間違 い ない。

百 済 の滅 亡 は,唐 ・新 羅 の連 合 軍 の攻 撃 に よ るが,そ の連 合 軍 の泗 批侵 攻 につ い

て,中 国 の 史書 は 「郭 に入 る」 「城 を 囲む 」 とい う順 で,王 を降伏 す る に至 ら しめ て

い る。 この 「郭 」が羅 城 を,「 城 」が 扶 蘇 山城 を指 す こ とは間違 い な い。そ の 間 の王
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宮 ・官 庁 の一 帯 につ い て は,そ れ を遮 る もの が史 料 に出 て こな いが,そ の一 区画 が

特別 扱 い され た こ とは確 か で あ り,お そ らく築 地 の よ うな もの は あ った で あ ろ う(28)。

泗 批 城 の それ ま で と異 な る点 は,こ の よ うに王 宮 が 王城 の外 に 出て,大 き く囲む

羅城 が で き た こ とで あ る。羅城 の発 掘 調 査 も進 み,東 羅 城 で は,門 址 の 推 定位 置 と,

そ の周 囲部 分 が確 認 され,ま た 門で の 祭 祀 と関連 す る と見 られ る木 簡 も見つ か っ て

い る(29)。た だ し,西 羅 城 は,か つ て そ う考 え られ て きた と ころ が 自然 堤 防 で あ る と

確 認 され,全 く無 か った とい う意 見 もあ らわ れ て い る(30)。 しか し,西 側 に全 く羅 城

を造 っ てい な い とい うの は,た と え錦 江 が 自然 の 防御 を なす と して も,考 えに く く,

扶余 の遺跡群(金 元龍 ・西谷正訳P増 補改訂版 韓国考古学概説81984よ り)

図9扶 餘の遺跡群
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少 な くとも扶蘇 山城か らつづ く部分には,造 られ ていた と考 えておきたい(図9)。

羅城 の中は,上 下前後 中の5部 に分 けられ,5部 それぞれ は さらに5巷 に分け ら

れ た。宮南池 とよばれ る池の 中か ら 「西部後巷」 と記す木簡 が出土 してお り,そ の

存在 が確認 され るよ うになった。部巷制 であった とい うことになるが,部 は高句麗

の影響 を受 けた ものではないか と考 えられ るのに対 して,巷 は中国南朝の都建康 に

み られ るものであ り(た だ し里巷制),百 済 と南朝 との密 接な関係 か らすれ ば,そ の

影響 を うけたもの とみてよい(31)。

泗批 にも条坊制が施行 された とい う意見 もあるが(32),全体 的な痕跡 を確認 できず,

おそ らく施行 されなかったもの と考 えられ る。建康 も条坊制 は施行 されていなかっ

た と考え られ るが,そ の影響 を うけた ことが大 きな理 由であろ う。

3.新 羅 二 つ の 王 京

新 羅 は,終 始 一 貫 して 慶 尚北 道 慶 州 市 に王 都 が置 か れ た。 『三 国 史 記 』 で は紀 元

前57年 の建 国 と され て お り,滅 亡 は935年 で あ るか ら,新 羅 王 朝 は 千年 近 くつ づ い

た こ とに な るが,慶 州 は 「千 年 の都 」 とい われ て い る。 当時 は単 に京都 ・王京 ・王

都 な どの一 般 用語 以外 に金 城 ・金 京 と も よばれ た。

新 羅 は 『魏 志 』 に み え る斯 盧 国 が 前 身 で あ るが,そ の斯 盧 国 の地 が慶 州 盆地 で あ

った。5世 紀 末 か ら領 土 的 に拡 大 して い くが,そ の場 合,斯 盧 国 の人 々 は 自分 た ち

を王京 人 と して意識 す る よ うに な った 。斯 盧 国 に は有 力 な六つ の村 が あ っ た が,そ

れ が 六部 に転 化 し,行 政 区分 に な って い た。 そ の六 部 人 が 旧斯 盧 国 の 人 で あ り,か

つ 王京 人 に な った の で あ る。6世 紀 初 めか ら京 位 ・外位 とい う官位 の 二 重体 系 を も

つ よ うに な る が,京 位 は 王京 人 にの み 与 え られ,地 方 人 は外位 しか認 め られ な か っ

た。 そ こに は大 きな格 差 が あ った 。 つ ま り新 羅 にお け る王京 は,も との斯 盧 国 の地

そ の もの で あ り,そ の全 体 を王 京 とよん だ の で あ る。 これ を 六部 人 の 王京,六 部 王

京 と よぶ。 王京 人 は,骨 品制 とい う新 羅 の独 特 な身 分 制 の 身分 を持 ち,全 体 と して

地 方 人 を支 配 した が,そ れ が新 羅 の支 配 構 造 で あ っ た。

しか し最 後 まで,そ うした 王京 の あ り方 を して い た わ けで は なか った。 慶 州 に地

割 りの痕 跡 が あ る こ とは 古 くか ら知 られ て い た が,そ れ が 条坊 制 の名 残 で あ る と指

摘 した の は 地理 学 者 の藤 田元春 で1929年 の こ とで あっ た。そ の後,地 籍 図 な どを通

して,条 坊 の復 元 が な され た が,新 羅 で最 も重 要 な 国家 寺 院 で あ る皇龍 寺址 の発 掘

を経 て,そ の外 郭 部 分 の 調査 が継 続 して行 わ れ,ま さに現 代 の畦 ・農 道 の 下 か ら,

新 羅 の道 路 遺構1が確 認 され た。 大 路 は幅13m,小 路 は幅5.5mで,大 路 間 の 心 心 間

距 離 は約160mで あ る(33)(図10)。
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図10新 羅王都の都市区画

この条坊制 は,王 都 の大改造 が行われた7世 紀 の後半か ら施行 され た もの と考 え

られ る。百済 ・高句麗 を滅 ぼ し,連 合 していた唐 の勢力 を駆逐 して統一 を達成 した

新羅は,伸 張 した王権 にみあ う新たな王都 づ く りを進 めたのであるが,674年 に宮

内に池が掘 られ(現 在,雁 鴨池。当時は月池),679年 にそれに隣接 して東宮が造営

され,ほ ぼ同 じ時期 に北宮 とみ られる城東洞の宮殿遺構 も建 て られた と考 えられ る。
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新 羅 の王 宮 は,基 本 的 に月城 に あ っ た と考 え られ る。 月城 は低 い 自然丘 陵 を利 用

し,土 石 混 築 の城 壁 を築 い た,周 長 約2,400mの 城 で,慶 州 市 街 の南 側郊 外 に あ る。

南 側 を南川 が 流 れ,半 月形 を なす が,こ の よ うな形 態 の城 を月 城 とよぶ。 「在 城 」 と

も よ ばれ るが,そ れ は 「王 の住 ま われ る城 」 とい う意 味 で あ る。 内 部 は まだ ほ とん

ど発 掘 調 査 は行 われ てい な い が,レ ー ダ ー 探 索 に よ る遺 構 の 存在 確 認 は され てお り,

い くつ か の 建 物 が あ った こ とが知 られ て い る(34)。ま た,北 側 に あっ た濠 や そ の 外側

の調 査 は 現在 も進 め られ て い る。そ こで は4世 紀 頃 の竪 穴住 居 址 が検 出 され てお り,

王 宮 と して の使 用 はそ れ 以 後 とみ られ る。 濠 は7世 紀 後 半 に埋 め られ,機 能 を失 っ

た(35)。それ は濠 が 内外 を区画 す る も の で は な くな った とい うこ とで,も う少 し広 い

範 囲 を王 宮 区 の よ うに設 定 した た めで は ない か と考 え てい る(36)。月城 を 中心 に東 宮

な どを含 む範 囲 で あ り,王 京 大 改 造 の一 環 で あ る。

さて こ の よ うに,す で に広 い 範 囲 の 王 京(六 部 王 京)が 存 在 した に も拘 わ らず,

そ の 地 を動 く こ とな く,そ の 中の ご く一 部 の 地域 に新 た な 王京 を設 定 した の で あ る。

慶 州 を離れ る こ とがで きな か った の は,そ の支 配構 造 の特 殊 性 に よる。 そ うした新

た な 王京 設 定 に は六 部 人 の抵 抗 が 想 像 され る。 新 羅 の王 京 の場 合,羅 城 が な か っ た

こ とが特 徴 の ひ とつ で あ るが,そ れ は視 覚 的 に内外 の 区画 を明示 す る施 設 が,六 部

人 の抵 抗 で造 りに くか っ た た めで は ない か と考 え られ る。 ま た 条坊 制 の痕跡 は不 整

形 に残 る が,ほ ん らい の プ ラ ン は,同 じ理 由か ら,機 械 的 に線 引 き ので き る方 形 で

あっ た の で は な か ろ うか(37)。た だ しそ の こ とが 考古 学 的 に確認 され た わけ で は な い。

発 掘 が ま だ部 分 的 で あ り,京 極 も確 認 され て お らず,論 者 に よっ て は,一 度 に造 ら

れ た の で は な く,少 しず つ段 階 的 に造 営 され,不 整 形 だ った の で は ない か,と み て

い る(38)。この 問題 は,調 査 が進 展 す れ ば,解 決 す る こ と と思 うが,最 初 か らプ ラ ン

が な く,そ の都 度 拡 大 して い った とい う見 方 に,違 和感 は あ る。 こ う して 六部 王 京

か ら王 の た め の王 京,条 坊 制 王 京 が 成 立 した の で あ る。

この条 坊 制 王京 は,羅 城 は存 在 しな い もの の,条 坊 制 を施 行 し,お そ ら く方 形 の

京 域 を も ち,ま た北 よ りに王 宮 が あ った 。 形態 的 に も,高 句麗 ・百済 の それ ぞれ 最

後 の 王都 よ り,中 国都 城 に近 い とい え る。 特 に,唐 の 長 安 を意 識 した もの と考 えて

さ しつ か え な い。 時 間 的 に は最 も遅 れ る ので あ り,完 成形 に近 い もの で あ っ て も,

む しろ 当然 とい うべ きで あ る。

月 城 は,王 宮 区が 広 が っ た もの の,ひ きつ づ き基 本 的 に王 宮 で あ った。 東 宮 とか

北宮 とい う呼称 は,月 城 を基 点 と して い る。 とす れ ば,月 城 と北 宮 とい う二 つ の王

宮 が南 北 に配 され るか た ち にな っ た とい うこ とに な る。 そ れ は なぜ で あろ うか。 わ

た しは,唐 制 に の っ とっ た方 形 の京 域 を導入 し,か つ 月城 を 北 に配 す るよ うな都 づ

く りが,月 城 のす ぐ南 ま で 山地(南 山)が の び てい る こ とに よ って,実 現 不 可 能 で
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あ り,そ の た め に,唐 制 導 入 の理 念 型 と して の 北 よ りも王 宮 を,別 に造 る必 要 が 生

じ,北 宮 の成 立 に な った もの と考 え て い る。 つ ま り月 城 とい う伝 統 と,北 宮 とい う

唐 制 との 折衷 的 な 王都 が,条 坊 制 王京 で あ った,と い うこ とに な る(39)。

おわ りに

以上,朝 鮮 三国の王都 について概観 してみた。いずれ も,当 初,そ れぞれ の伝統

に即 したかた ちの都づ くりを していた ものが,最 後の段階 になって(結 果 的に),中

国制 を導入 す るよ うになってい る。 高句麗長安城は北魏洛陽の,百 済泗批城 は南朝

建康の,そ して新羅条坊制王京 は唐 の長安の,そ れぞれ影響 を うけた もの とい える。

そ して中国都 城の差異が,そ れぞれのあ りよ うを規定 した。ただ しともに,伝 統 に

制約 されたかた ちでの導入で あ り,そ こに伝統 と中国制導入 との相克 をみ るこ とが

できる。

さて 日本 の都城制 との関係で あるが,見 てきた よ うに,調 査 の現状は,精 密 なか

たちでの比較 に耐 え うるよ うなものではない。 きわめておお ざっぱにい えば,百 済

と倭 との関係 は4世 紀後 半に成立 して以来,ほ ぼ友好 関係で終始 した とい えるか ら,

日本 の都城造営 において百済 の都が意識 され たこ とは十分考 え られ る。飛鳥 と泗批

城 とが比較 され ることは多い(40)。また藤原京 のよ うな条坊制 の導入に際 しては,日

本 は唐 と通交 していない時期 であ り,新 羅 との関係 を想 定す る必要が ある。 羅城 が

ない ことな ど似 てい る点 もある(41)。ただ し,直 接 ・具体的 な比較材料 は,ま だほ と

ん どない,と い うのが現状である。
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(22)現在 までの ところ,国 立文化財研究所 か ら2001『 風納土城1』 ・2002『風納土城H』 ・2005

『風納土城V』 が,ハ ンシン大学校博 物館か ら2003『 風納 土城皿』・2004『 風納土城IV』,

2005『 風納 土城VI』 ・2007『 風納土城Vd』 が刊行 され てい る。
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