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日本の都市的集落

＜古代＞ … 国の統治機関の所在地
・王都（平城京，平安京）
… 唐の都城（長安）をモデル
・地方の国衙，郡衙
・大陸防衛拠点 … 大宰府
・北方統治拠点 … 多賀城，城柵

＜中世前半：鎌倉期＞
・幕府所在地・鎌倉
・小領国での自給が基本で，町場は未発達

＜近世＞ … 領国確定，世情安定
・城下町 … 家臣団＋商工業者
・領内流通 … 市場町，地方町，河港
・広域流通 … 港町（海），宿場町
・観光交流 … 寺社の門前町，温泉町
・地場産業 … 織物，焼物，漆器の町

・例外：平泉 … 奥羽の自立的統治拠点

＜中世後半：室町期＞
・流通経済発展 ⇒ 市場町，河港，海港
・宗教勢力伸長 ⇒ 門前町
・戦乱への備え ⇒ 城館＋麓集落，寺内町
・戦国大名の成長 ⇒ 初期城下町

・特異点 … 対外拠点長崎， 商都堺

＜近代＞
・廃藩，武士離散 ⇒ 城下町空洞化（一時的）

・地方管轄体制 ⇒ 統治拠点都市（多くは旧城
下町）の人口回復・増加
・鉄道建設 ⇒ 駅前の発展，河港の衰退
・国・企業の出先 ⇒ 県庁，広域中心都市
・近代工業化 ⇒ 工業都市，四大工業地帯
・国家統治機構の巨大化 ⇒ 首都の巨大化

＜高度経済成長期以降＞
・資源輸入・製品輸出 ⇒太平洋べルト地帯
・工業の地方移転 ⇒ （新）企業城下町
・都市化進展 ⇒ ベッドタウン，衛星都市
・グローバル化 … 首都一極集中

https://www.sekainorekisi.com/my_keywords/%E5%B9%B3%E5%9F%8E%E4%BA%AC/

藤岡謙二郎,1969,『都市文明の源流と系譜』,SD選書

・古記録に現れ
る「京」はいくつ
かあり，図のよう
に比定。

※赤線：左から下ツ道，
中ツ道，上ツ道

飛鳥〜平安期の遷都

・戦後，各地で発掘が進み，未完成とみられた平城京や，
不明だった藤原京が，立派な条坊制の区画を持ってい
たことが明らかに。

風水都市

・日本の古代王都で，古地図，古文
書が完備しているのは平安京だけ。

・平安京は，桓武天皇が平城京を
嫌って長岡京を造成途中の792年，
突如工事を中止して（洪水被害説），
その資材を使って現地に移転造成
し，794年に開都。

・以後，明治2年の東京移転まで，
王宮の所在地＝日本の首都

・この地の選定は，中国伝統の
「風水思想」（陰陽道）の「四神
相応」の地勢（右図）に基づくと
考えられる。

・そもそもこの都城プラン自体が，
隋唐の律令制度を国家体制に
取り入れる際に，その都城を模し
たもの。

・「四神相応」＝四つの方角を司る神の存在にふさわしい
地勢が備わり，「風水」の考えに合致している地。

［朱雀］（巨椋池：10km南）藤岡編1983『考古地理2』学生社

・北方に「玄武神」に相応する聖地
・その直下に宮城「大内裏」
・市街中央に朱雀大路（幅82m）
・その両側に格子状の「条坊」市街
・朱雀大路の内裏側からみた左右を
左京・右京
・左・右京の中央に人工水路・堀川
・朱雀大路南端が正面玄関・羅城門

・長安や洛陽の形態に倣う
・平城京も同じコンセプト

内部プラン：平安京

※羅城は市街を囲む城壁。
羅城門の左右以外は造られ
なかったとされる。

・しかし，条坊が区画されても居住
が伴ったわけではない。
・条坊の内側は空き地が多い。
・右京一帯は低湿地で人は住ま
ず，幽霊の出没地に。
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平安京の変化

・大内裏付近は「貴賤群衆するとこ
ろ」となったため，御所は南北朝期
（C14）に鴨川方面に移転。
・応仁の乱（1467〜77）で大内裏〜
御所〜堀川沿い一帯は消失

★これを復興させたのが秀吉。
・入京後の1580年，大内裏の一角
に政庁「聚楽第」を構え，
・空地の多かった条坊市街の一部
を南北街路で割って短冊型にし，
・寺を北と東に集め，カギ型街路に
して防御線とし，
・外周に囲郭「御土居」（23km）を
構築⇒城下町の造りに改造

・矢守一彦『都市図の歴史 日本』，講談社，1974
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https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/006/641/08/N000/000/009/144550830899548397177_ODOI1146-066B_R.jpg
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左京，御所の南側に多い
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↑京外

・1922，平城宮跡が国史跡指定。
・戦前までの発掘調査で，続日本紀の
記述通りの条坊制を確認。

平城京

http://momo2011.way-nifty.com/photos/uncategorized/2013/02/02/784298efef307eea8d330ea87b983e951.jpg

現市街地

・1959，奈良文化財研究所による
本格的発掘調査始まる。
・1998，朱雀門復元
・2008，国営歴史公園として整備
開始。 ・2010，大極殿復元

http://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/heijo/histry/storage.html

・外京＝藤原一族の居宅。
・興福寺：藤原氏が保護
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https://www.jcca.or.jp/kaishi/237/237_toku1.pdf

想像復元模型

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BA%AC#/media/File:Fujiwarakyo2.gif

藤原京

帝国書院『最新世界史図説タペストリー13訂版』

147m幅

82m幅

・渤海の都
・長安に次
ぐ大都市

大（太）宰府

・古代，平安京に次ぐ人口（15,000）
・続日本記に，「この府は人物殷繁にし
て天下一の都会なり」の記述。

・真北に大野城，真南に基肄（きい）城。
・いずれも朝鮮式山城
・北西に筑紫国分寺。その西に幅40m，
長さ1.2kmの外濠「水城」

・609年に「筑紫太宰」の記録あり
・701年，大宝律令 … 複数あった類似
拠点を大宰府に統合。
・以後，西海道9国と3島の管轄と，対外
交渉・防衛が主務。
・任にあたる「防人」が諸国から3年の
任期で派遣。 ・13世紀まで存続。

『考古地理学2』

www.dazaifu.org/map/tanbo/tourismmap/

… 鎮西拠点

・政庁
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『多賀城と古代東北』2006 0 500m

総社宮

政庁域

多賀城

・仙台平野北東の丘陵端に位置
・8〜10世紀中頃，陸奥国府
・胆沢城新設まで鎮守府も併設。

・外郭：東1000ｍ，南860ｍ，西
670ｍ，北770ｍ。・四方に門
・郭内中央に方100ｍの政庁，
その周囲に行政施設群。

・南西の低地に格子状
街路の市街地。
・北東に陸奥奏（総）社
・東方に廃寺跡。

・869,貞観津波
で1000人溺死

多賀城廃寺

←政庁

・推定人口1万人

『多賀城と古代東北』2006

平泉

・政庁 … 平泉館，柳の御所
（清衡･基衡居館）
・一族居館 … 高舘（判官館），
秀衡館（伽羅御所），泰衡館，
国衡館etc.

・家臣 … 侍町，武者小路

・港・宿駅 … 舟番所，御
蔵場，高屋（蔵），車宿

・寺院 … 中尊寺（堂塔40，
禅坊300），毛越寺（堂塔40，
禅坊500），無量光院etc.

八日市
七日市 六日市

侍町

侍町小路

侍屋敷

侍町小路 義経家臣
屋敷

高館 柳御所

猫間池

加羅御所

泰衡館

無量光院

毛越寺

国衡館
隆衡館

衆徒町
寺小路

番所

侍町

車宿

御蔵場

舟番所

侍町

町屋

侍町

柳町

・市場町 … 衣川の北

瀬原柵

武者小路

南大門
高屋町

観自在王院

『地形図に歴史を読む，第2集』
大明堂，1970

・最盛期人口は平安京
に次ぐ10万人とも

・1095頃，後三年の役を制した清衡が，
藤原に復姓して江刺郡豊田館から移転

・二代目基衡，毛越寺建立。
平泉を仏教文化の都に。

秀衡居館

柳の御所

金色堂

http://www.chusonji.or.jp/guide/precincts/konjikido.html

・1105：中尊寺を再興
・1120：廟堂・金色堂を建立

八日市

七日市 六日市

侍屋敷

侍屋敷

義経家臣屋敷

国衡館
隆衡館


