
三千

均気

均二

奈良文化財研究所

世

界

文

化

遺

産

特

別

史

跡



盛平城京
和銅3年 (710)、 奈良盆地の北端に造られた平城京が新しい

げ九ぬい りつり，うぜい

都と定められました。 元明天皇が律令制にもとづいた政治を
みじわら舎ょう

お こなう中心地として、 飛鳥に近い藤原京から都を移したの
"うめんじ"

です。 中国・唐の長安城などを模範とした都をつくることは、

当時の東アジアの中で国の威厳を示す意味もありました。

その後、 聖武天皇は740年から745年まで、 都を転身と移し

ますが、 745年には再び平城京を都としました。 そして、 長

岡京に都が移る784年までのあいだ、 奈良の地が都として栄

えたのです。 この時期を奈良時代といいます。
らじ，ぅ ん

平械京のメインストリー卜は、 京の南門である羅城門から
Vぎ"" じ

北にまっすぐにのびる幅約75mの朱雀大路です。 朱雀大路を

はさんで酉側を右京、 東側を左京といいます。 左京には北の

方で東にさらに張り出しがありました。 平城京は大小の直線

道路によって、 碁盤の自のように整然と区画された宅地にわ

けられています。 平城京の住民は4-5 万人とも10万人とも

いわれますが、 天皇、 皇族や貴族はごく少数の百数+人程度

で、 大多数は下級役人や一般庶民たちでした。

平城京の条坊



盛平城宮
司rl!(tJA白

平城京・朱雀大路の北端には朱雀門がそびえてい

ました。 朱雀門をくぐるとほぼ1 km四方の広がり

をもっ平城宮です。 平城宮の周囲には大垣がめぐ

り、 朱雀門をはじめ12の門がありました。

平城宮の内部にはいくつかの区画があります。

政治や国家的儀式の場である笑話量 . 詰宣臣、 天
"いり

皇の住まいである内裏、 役所の日常的業務をお こ

なう曹司、 宴会をおこなう庭園などです。 そのな

かでも政治・儀式の場は、 都が一時離れた時期を

境にして、 奈良時代の前半と後半で大きな変化が

ありました。 奈良時代前半に、 朱雀門の真北にあ

った大極殿(通称、 第一次大極殿) が、 奈良時代

後半になると東側の区画で新たに建てられたので

す(通称、 第二次大極殿)。 これに対して、 内裏は、

奈良時代を通じて同じ場所にありました。

これらの事実は、 50年以上におよぶ発掘調査に

よってわかってきたことです。 このうち、 ほぽ正

方形と考えられてきた平城宮が、 じつは東部に張

り出し部分をもつことがわかったことや、 その偶

に奈良時代の庭園を発見したことなどは、 発掘調

査による大きな成果のひとつといえるでしょう。

. 
田 園

. I {:; 

!

l

I 

箇池
雪

量 百

県ゆA
-m
門
市

、 同

鯛鍵.. 院

長田S省 武II!省 �i医宮

内

1.

i， � I-
朱雀門 壬生門

奈良時代前半(上)と後半(下) の平城宮



平城宮の内側をのぞいてみると

重量平城宮略年表
6例年(持続8) 目鹿島;ll;rに都を移す。

701SI' ();::ï.: 1) );:<�体令を制定する。

707 年(!If:J!4) 元'9/天虫(女帝)が即位する。

・..‘ ・ 4‘
708<1' (刷l銅1) 卯トl開局、を発行する。

710<1' (利剣3) 平減京に都を移す。

715年(箆血1)，_ 完jf:Rl並(立帝)が即位する。

724年(神他1)- 型式天皇が即位する。

，.・，.，
729年(瓦平1) 長胤主の変。

740<1' (天平12) 州方てに郁を移す

742年(五平14) 影石長持をつくる。

7判年(天判的 証錠管を錦とする。

745年(天、�17) 紫幹事官を都とする。半、);tに都を以す。

7'19年(天平勝宝1 ) 議後天虫(タ帝) が即位する。

752SI'(天平勝官4 ) 東大寺で大仏の開l出供養が行われる.

758年(天宮I!�K宇2) i事仁王旦が即位する。

764<1' (天平宝字8) 藤胤仲麻呂町乱。淳仁天虫に代わり#謙I:�!が再

ぴ称徳天皇(女帝)として即位する。

7 70年(�凶1) 天帆11(1;1の晶の晃在天皇が即位する。

7 8111' (天応1) 粧ま天E!t.lt即位する。

7刷<1' (延j普3) 民間JiCに都を移す固

810年(弘仁川 平峨上昼、平峨還怖を計画するが失敗(曜子の変)。

864<1' W1II6) ζのころ、平峨旧京の活路は川畑となる。

第一次笑益議議.j長峯の遺構 揃立株と

く、 機|副'-ll築と考えています。 平城宮最大の

住(l't約75cm)が111上しました。
。，I.'}.SIしょ，

兵部省の護備 武'ï\人事を担当していた役

所。 現代の道路が中央を繊切っていますが、

建物の位や慌を、 約1mほどたちあげる半立

体彼胤という手法を)/]いて設備しました。

※本文中の@は、平城京商隆寺跡、から出土した銀製帯先金具をそチーフとしたものです(縮尺約1/4)。

あったと考えています。I�下はさらにそのiÌu

にある広場にιち，lÞ.んで，R.Q.を蝉したのです。



出土品が語る人びと の営み

盛平城宮の建設
平城宮には数多くの建物がありましたが、 造営のためには莫

大な資材が必要でした。 発掘によって瓦、 木材、 石材など、

建設に使われたものがたくさん見つかっています。 こうした

出土品は、 建物の姿を推定する手がかりになるだけでなく、

どのように資材を調達したかを考える材料にもなるのです。
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天皇をはじめ、 貴族や下級役人が都で暮らしていくためには、

日々の生活に必要な物資を地方から税などとして運んでこな
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ければなりませんでした。 出土品の中には、 土器などのよう ったものもあります。

に列島の各地からもってきたことがわかるものもあります。
もヲかん

出土する荷札の木簡は、 どの地方から何が都に運ばれたのか

を知るかっ こうの手がかりとなるのです。
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か、わんや皿などの食�号、置 費

などの貯蔵用具、 持字なと・の炊事

JflJ1がiJj土しています。

①jj{量齢、ら運ばれたカツオの荷札
②長屋王の邸宅に運ばれたアワビの荷札

‘ ・九

さまざまな木簡 ③造酒司が職只に対して出した呼び出し状

雇通役人の仕事
りつりaうeい だいじょうかん

律令制のもとでは、 太政官以下の多

くの役所がありました。 役所では、 現

代と同様に書類によって自身の事務が

処理されました。 当時は紙だけでなく、

木の札(木簡) に書類や帳簿を書きつ

けることも多く、 発掘調査の際にこう

した木簡がたくさん出土します。
※イラストは早川和子氏による



世界文化遺産特別史跡 平 城 宮 跡

---町三�静 園曽咽圃圏園開・・田・・・圃圃・・

平城宮跡資料館近鉄大和西大寺駅から徒歩10分

遺 構 展 示館jR禁良駅 近鉄奈良駅から近鉄大和西大寺駅行、

または近鉄大和西大寺駅からjR奈良駅方間行パス

にて、「平城宮跡、」下車すぐ。

東 院 庭 園「平城宮跡」下車、 徒歩10分。

朱 雀 門 近鉄大相I西大寺駅から徒歩20分。

「平域宮跡」下車、 徒歩20分。

またはjR奈良駅 近鉄奈良駅方面から「二条大路

南四丁目」下車、 徒歩3分。

第 次大様殿 近鉄大和西大寺駅から徒歩20分

各施設とも
入場無料

jR奈良駅 近鉄奈良駅から近鉄大和西大寺駅行、

または近鉄大和西大寺駅からjR奈良駅方面行パス

にて、「佐紀町」下車すぐ。

月曜日(月l艇が祝日の場合はその翌日)、 年末年始休館。
開館時間] 9: 00-16 : 30 (入場は16: 00まで)

世界文化遺産特別史跡 平城宮跡
干630-8577 奈良市佐紀町247番l

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

TEL 0742-30-6753 FAX 0742-30-6750 

インタ キットホムページ http〆/www.nabunken.jp
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