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論 文

古代 日韓 の 土 地制度 に お け る基本 尺度
＊

新　井 宏
＊＊

1．は じめに

　律令 制度 に よ る町 段 制が 行 われ る以前 の 古代

日本 （最近の 定説 で は 大宝令の 前）で は 代制 と

言 う土地 制度 が行 われ て い て 、そ の 基本 面 積 の

代 （正確 には東代） は、500 代で 町 段 制の 1 町

と等 しか っ た 。 した が っ て 1 束代は 23．0   と計

算 され て い る。 こ れ を 正 方形 の 土 地 とす れ ば

4．・80m 四 方 で あ る 。

　 しか し、代 制 にお け る計測 シ ス テ ム に つ い て

は ま っ た く分 っ て い な か っ た 。 高麗 尺 に よ る 6

尺 1 歩 の 5 （平方）歩 が 束代 に対 応 す る と の 見

解が か っ て 定説的 に流布 して い た が 、近年 そ の

根拠 が律令史的に も、計量史的に も疑問視 され

るよ うに な り、手がか りが失われ て い る状態 で

あ る。

　
一．一

方、朝鮮 半島に お い て は、実 面積基準 の 頃

畝制 と収 量 基準 の 結負 制 が 永年 に わた っ て共 用

され て い た が 、高麗期 前半 よ り前 の 状 況 に つ い

て は実面積 さえ 良 く分 っ て い な か っ た 。

　そ れ は 基本史料で あ る文宗量 田法 （1069 年）

の 記載 に錯 誤が あ り、その 解釈 をめ ぐ っ て 諸 説

が提 出され て い る こ とに よ っ て い た。 と こ ろ が

最近 、筆者 は こ の 閙題 に つ い て 文宗量 田法 と同

時代 の 中国史料 「宣和奉使 高麗図経」 の 記 事の

比較 に よ っ て 文宗量 田法の錯誤 を正 し く訂 正 し、

更に崔致遠撰 の 崇福寺碑 文に基づ き 、統一一新羅

時代 以前 の 結負 制 に つ い て復 兀 す る こ とに成 功

した。

　そ の 結果 、 朝鮮半島で は 占韓 尺 に よ る、里 ＝

10結 ＝1000 負 ＝10000 束＝100000 把 の 土 地 制度

が 行われ て お り、束は 量 田歩 （3 歩）すなわ ち

4．80m を
一

辺 とす る 正方 形で 定義 され て い た こ

とが 判 っ た。 こ こ で 得 られ た 束の 面 積は 23．0

  で あ り、代 制の 束代 と完全 に
一

致す る。

　 こ の こ とは 面積単位 の 束把の 名称 が両地域で

共 通 し て い た ばか りで な く実面積 ま で
一

致 し て

い た こ とを示 して お り、古代 日韓 の k 地 制度に

密接 な関係 が あ っ た こ とを明 示 し て い る。

　本 報告 で は 、日 本 と朝鮮半島 の 土地 制度 が同

一
で あ る と検証 した 経過 を簡単に紹介 し、量田

歩 （古韓尺 の 3 歩）す な わ ち 4．80m の 長 さが 基

準尺 と し て 用 い られ て い た実例 と し て 、前方後

円墳 の 築造企 画関係 と寺院 の 配置関係 を示 した

い
。

2．古韓尺 の 導 出研 究 Pz ）

　 古韓尺 とは 、筆者 が 、4〜8 世 紀 の 朝鮮 半 島な

らび に 日本 を 対象に 、古墳形 状 ，占墳 玄 室 ，宮

殿 ・寺 院 の 建 物 柱 問間隔 や 配 置関係 に つ い て 、

約 70種約 1000 件の 膨大な 計測 デー
タを収 集 し，

こ れ を も とに コ ン ピ ュ
ー タ の 定量的 な解析 に

よ っ て，そ の 中か ら 「最 も良 く合 う尺 度 」 と し

て 選 び出 し た 尺度で あ る。い わ ば帰 納 的に 求め

た 尺 度で あ り、文 献的な 裏づ け は な か っ た が 、

多 くの 遺跡 の 計測値に は 良 く　致 し て い た。

　 特に、現 存す る法隆寺や 法起寺で は、建物 の

柱 間 問隔 ばか りで な く、部材 の 寸 法 に も厳 密 に

一致 して い る し、 高句麗 の 将 軍 塚 、新羅 の 皇龍

寺で も極 め て 良 く
．一
致 し て い る 。 参 考 の た め に 、

そ の 状況 を表 1、表 2、表 3 に 例示 す る 。
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表 1　法 隆寺建物の 柱間実測値

建物 項 目 実測値

（cm ）

古韓尺

尺数 尺長

金 堂

五 重塔

回 廊

初重側柱狭間

初重側柱広 間

初重 内 陣廻 り

初重外陣柱間
上 重両端 の 間
上 重側面 中間

上 重 中央 中間

初重 中央 間

初重 端 問
二 重 中央
二 重端 間
三 重 中央 一
三 重端間

四 重 中央

四 重端 間
五 重

桁行 ・梁行

216．4323
．2323
．5216
．0188
．6296
．9309
．0266

．7187
．7241

．9162
．5214
．8134

．5187
．9106
．9161
．7375

．0

8，012
，012
，08
．07
，0U
．011
．510

，07
，09

．06
，08
，05

．07
，04
、06
．OI4

、0

27．0526
．9326
．9627
．0026
．9426
．9926
．8726

．6726
．8126
．8827
．0826
．8526

．9026
．8426
．7326
．9526

．79

そ の 上 、高麗尺の 祖形 と され て い た東魏尺 が『隋

書律歴志』 の 誤記 で ある こ とも判明 し た。

　以上 の こ とに 関 して は、十数年前に 『計量史

研究』 D
に 発表 した ほ か 、『まぼろ し の 古代尺」

2〕
とし て 吉川 弘文 館か ら出版 し て い る の で 参照

して ほ し い 。

3．古韓尺 の文献に よ る検証

　 し か し古韓尺が遺跡遺物 に 良 く
一

致 して い た

か ら と言 っ て 、そ れ は あ くま で 帰納的に 求め た

もの に過 ぎず、文献史料 を重視す る歴史専門家

た ちを必ず し も納得 させ るもの で はなか っ た。

　そ の ため筆者 は 、文献に よる裏づ け を求め て 、

日韓両地 域 の 歴史的、考古学的な研 究 を継続 し、

次の よ うな成果 を 得た 。

表 2　高句麗集安 の 将軍塚実測値

建物 項 目 実測値 古韓尺

（m ） 尺 数 尺 長

石 積墳 基壇辺 長 32．512027 ．08
石 積墳

一
壇辺 長 29．611026 ．91

石 積墳 二 壇 辺 長 26．710026 ．70
石 積墳 三壇辺 長 24．1go26 ，78
石 積墳 四 壇 辺 長 21．58026 ，88
石 積墳 五 壇 辺 長 18．97027 ．00
石 積墳 六壇 辺 長 16．16026 ．83
石 積墳 七壇辺 長 13．45026 ．80
石 積墳 最上 壇辺 長 8，03026 ．67
石室 縦 ・横長 5．32026 ．50

表 3　慶州 皇 龍寺 の 柱間実測値

建物 項 目 実測値

（cm ）

古韓尺

尺数 尺長
九重塔
金堂

講堂

柱問

身舎桁行梁行

庇出

桁行

梁行

315，7500
．3342
．5546
．2397
．0

12．019
．013
．020
．515
．0

26．3126
．3326
，3526
．6426
，47

　 それ ら の 事 実は 、必然 的に 「高麗尺 」 の 実在

に 対 す る 疑 い を増 大 させ た。 ど こ か に 問 題 が

あ っ た の で は ない か と ， 基本 に立ち戻 っ て検討

を した と こ ろ ， そ れ ま で 高麗尺 の 証拠 と され て

きた全て の 資料が そ の 後 の 発掘 調査等に よ っ て

証 拠能力 を失 っ て しま っ て い る こ とが 判明 し た 、

3．1　南 山新城碑の研究
3）

　韓国慶州 の 南山新城跡か ら、築城工 事 に関す

る 6 世紀 の 碑文 が 9 個 出土 し て い る が 、そ の 内

の 3碑 に城壁 工 事担 当距離が 、次 の よ うに 書か

れ て い る。

　第 1碑 　受　十
一

歩三 尺八寸 （10．5 歩）

　第 2 碑 　受作　七歩 四尺 　 　 （7．0 歩）

　第 3 碑　受作 廿
一

歩　 　
一

寸 （19．・O 歩）

　 こ れ を見 る と非常 に不 思議 な こ とが ある。そ

れ は 11 歩 3 尺 8 寸 とか 21 歩 1 寸 とか 、や た ら

に詳 し く書か れ て い る こ とで ある。こ れ らの 城

壁は 幅が数 メ ー
トル あ り、曲が りくね っ て い る、

それな の に 〜tの 単位 ま で なぜ 詳 し く書 く必 要が

あ っ た か 。それ は 、お そ らく古い 尺度 か ら新 し

い 尺度 へ の 換算で あ っ た に 違 い ない 。

　 こ の よ うに考える と、古い 尺 度 は 「キ リの 良

い 数値」 すな わ ち （ ）内 に 示 し た数値で あ っ

た と考 え られ る。換算関係 は 31 対 28 で あ る。

　 こ こ で 新 し い 尺 度 を 当 時 の 中 国 の 公 式 尺

（24．3cm ）とすれ ば 、古 い 尺 度は 26，9cm と計算

され 、古韓尺 に
一

致 し て い る。

3．2　出雲 風 土記 の 距 離 表 示研 究 i）

　そ の よ うな事例 は 日本 に もあ る 。 す なわ ち 出

一
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表 4　出 雲 風 土記 の 距離記載 と古韓尺 の 里

天 平尺 歩 古韓尺 換算率

意宇郡 家〜母理 郷 39 里 190歩 11，89045 里 0．881
意宇郡家〜楯縫郷 32 里 180歩 9，78037 里 0，881
嶋根郡 家〜方結郷 20 里 080 歩 6，08023 里 0，881
嶋根 郡 家〜千 酌駅 17 里 180歩 5，28020 里 0．88
出雲郡家〜杵築郷 28 里 060 歩 8，46032 里 0．881
出雲 郡 西 阿 江 周 3 里 工48 歩 1，0584 里 0．882
出雲郡 〜 佐雑村 13 里 064 歩 3

，
96415 里 0．881

神門郡 家〜蔭山 5 里 086 歩 L5866 里 0．881
神門水門 周 35 里 074 歩 10，57440 里 0．881

飯石 郡〜與曾紀村 28 甲、060 歩 8，46032 里 0，881
仁多郡家〜遊記山 37 里 000 歩 11，10042 里 0．881
出雲郡 家〜

郡 西堺 13 里 064 歩 3，96415 里 0，881

黒田 駅〜千酌駅 34 里 110 歩 10β1039 里 0．881

雲風 上記 には 、表 4 に示す よ うに郡 家か ら村 ま

で の 距 離等が 13 里 64 歩 とか 5 里 86 歩 とか異 常

に 詳 し く示 され た も の が 多 くあ る。 ど こ が 村 の

中心 か 判 らない の に、こ の よ うに歩の 単位ま で

示 す必 要 は あ り得 ない の で 、 こ れ らも 旧尺度 か

ら新尺 度 へ の 換算で あっ た と考え られ る。

　そ の よ うに 考えて解析す る と、新 r日の 換算比

率を 0．881 とす る と、表 4 に併記 した よ うに 1日

尺度 が 全 て里 単位 に な る こ とに気 づ く 。

　 出 雲 風 土 記 が 編 纂 され た 天 平 期 の 尺 度 は

30em 程度に な っ て い る の で、0．881 の 比 率で 旧

尺度 を計算する と 26．4cm とな り、古韓尺 に ほ ぼ

一致す る 。

3，3　新羅王 京の 復元 研究
5｝

　新羅 王 京 の 都城制研 究に っ い て は、 占くは藤

島亥 治郎 に よる 条坊 復 元 に始 ま り、近 年 に な っ

て か ら も、尹 武炳 の 復 元案 、東潮 ・
田 中俊 明 の

復元案、閔徳植 の 復元 案な どが あ い つ い で 提 出

され て い る。

　 し か し こ れ らの 復元 案は い ずれ も、古籍 図や

考古学的 な知見に よる もの で、文献的 な知見を

総合 し て 考察す る観点が 不十 分で あ り 、復元 の

基礎 とな る度量衡 に っ い て の 考察に欠 けて い る。

例え ば、三国史記 に 「長 三 千 七 卜五 歩 廣三 千
一

十八 歩 三 十 五 里 六 部」 とあ る が 、なぜ 三 千 七

1一五 歩 ・三 千
一

十 八 歩 な の か 、歩 の 実 長 は い く

らな の か 、ある い は 三 十五 里 ・六 部 との 関係 は

　　 　どうなの か 等 の 問題 に つ い て は、い ず れ

　　　の 復元案 で も明確 に され て い ない
。 それ

　　 　は 三 国遺事 の 記 載 「一千 r 百 六 十 坊 （三

　　 　百六 十坊 ）五 十五 里j の 解釈に つ い て も

　　 　同様で あ る 。

　　 　 そ の た め 、せ っ か く 王京 を復元 し て お

　　 　きなが ら、そ の 大 きさに つ い て 三 国史記

　　　に 示 され た 「長 三 千七 十 五 歩 廣三 千
一

十

　　　八歩1 と対比 して 検討 され た例 もな い
。

　　　 近年 、部分 的で はあ る が新羅王 京 の 占

　　 道 の 発 掘事例 も増加 し 、

一
部の 条坊に つ

　　 　い て の 状況 も明 らか に され つ つ あ る 。 そ

こ で 、筆者 は 考古 学的 な成 果 と三 国史記や 三 国

遺 事 の 記 述 を対 比 し、復元作業 を行 っ た。

　復 元 に 当 た っ て は 、まず 王 京 3075 歩 と 3018

歩 の 距 離に注 目 した 。

　言 うま で も な く、3000 歩は 10 里 で あ る 。 だ

か ら、王 京は 里 単位 の 方格 （10× 10）が基本 だ っ

た に違 い な い
。 そ う考え る と、端 数 の 75 歩 （450

尺 ）や 18 歩 は 9 の 倍数 で あ り、基 本 方格問 の 道

路 9 路分 の 概念的な 計算値で あ っ た と考え られ

る。発 掘調査 に よ る道路 幅 の デー
タ も こ れ に 合

う。

　
一方、新羅 王京 の 方格 は 160rllで あ っ た こ と

が 、次第に 明 らか に な っ て き て い る 。 前出の 尹

武炳 も東潮 ・田 中俊明 も 160m 方格 の 復元 案 を

採 る が、160m 方格 は 南原 小 京や 尚州 邑城 （沙 伐

州 ） に も認 め られ て い る 。 こ の 160m 方格 が 、

三 国 史記 の 100歩 に 対応 す る の は疑 い な い
。 か

く し て 、1 歩 は 1．60m とな り、1 尺 は 26．7cm と

な る。 こ れ は 古韓尺 の 長 さ に
一

致す る。

　すなわ ち、考古学的な調査結果 と三 国史記の

記録を総合す る と、古韓尺 が文献的 に も検証 さ

れ た こ とに な る。

3．4 　結負制 の復元 研 究
fi〕

　従来、高麗時代以 前 の 朝鮮半 島 の 土地制 度 （頃

畝 制 と結負制 ）に つ い て は 、必 ず し も良 く判 っ

て い な か っ た 。それ は 『高麗 史』巻 78 に 記載 さ

れ た文宗量田 法 （1069 年）の 内容に錯 誤が あ り、
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その 合理的な復元 が行 われて い なか っ たか らで

ある。こ の 問題 に っ い て、筆者 は同時代 の 宋の

徐兢が 書 い た 『宣和奉使高麗 図経』を参照す る

こ とに よ り 、 そ の 錯誤 を修正す る こ とがで きた。

　そ の 結果に よれ ば 、 文宗量 田法の 1 結を方 33

歩す なわ ち 1089 歩 とす る不 自然 な結負制 の 歩

は量 田用 の た め の も の で あ り、周 尺 の 3歩 （周

尺 8 尺 が 1歩） を量 田歩 とする制度で あ っ た 。

実長 で は 1．6m × 3＝4．8m 程度 に な る ．

　 こ の こ とは 、そ の 当時 の 1 頃 の 面積が 方 99

歩 （方 100 歩）で あ り、そ の 実 面積 が 25，600

  で あ っ た こ とを意 味す るが 、こ の 値は後 の 朝

鮮時代初期の 1頃の 面積 と完全 に
一

致する 。 こ

の こ とは 単な る偶然で は あ り得ず 、文 宗量 田法

の 錯誤 を正 し く復 元 し た こ とを裏づ け る。

　
一

方 、新羅 下期 （887〜897年 ）に造 られ た崔

致遠の 崇福寺碑 に よれ ば 、 1 結は約 9， 000 歩 と

あ る ，
こ れ は 10 結の 面積が 方 1 里 の 面積 （300

歩 x300 歩 ＝90，000 歩） に
一致 し て い る こ とを

示 して い る 。 す なわ ち 、1 結は 1000 束で あ るか

ら、1 束は 9 歩すな わ ち方 3 歩 とな り、束 の 面

積 は量 田 歩 （3 歩） を
一

辺 とす る正 方形 の 面積

す な わ ち 23．0   で 定義 され て い た こ とにな る 。

なお 、量 田 歩 （3 歩）は 1 里 の 1／100 を意 味 し

て お り、基本 単位 と して 考 え て も不 自然な 単位

で は な い 。

　 と こ ろ で 、周尺 はそ の 名称か らも明 らか な よ

うに 、高麗時代 以 降 の 復古 尺 で あ る 。 そ の 1 歩

が 1．60m で あ る とい う事 は、古韓尺 の 1 歩 と全

く同 じ長 さを意味 して い る。違 い は、周尺 が 8

尺 1 歩で ある の に対 し て、古韓尺 が 6 尺 1 歩 と

な っ て い る こ とだ けで ある。

　か くし て 、朝鮮 半島 の 結負制は 古韓尺 の 3 歩

をモ ジ ュ
ール （量 田歩） とし、束の 面積は その

量田歩 を
一

辺 とす る 正 方形で 定義 されて い た と

の 結論に 至 る 。

　 こ こ で 注 目す べ き点は 、1 束 の 面積で あ る。

奈 良時代以 前に 行わ れて い た 代制に お い て も、

束代 の 面 積は 23．0   と計算 され、完全 に
一

致す

る か らで ある。 し か も代制 に お ける東代 の 下 の

単位は把代で あ り、結負制で も下位単位は 把で 、

これ も完全 に
一

致 し て い る。束や把の 単位 は 中

国の 制に は見 られず 、朝鮮半島 と 日本 で 特有の

もの で ある。 日本の 代制が 結負制の 影響 の も と

で成立 し た可 能性 は極 め て 高い の で あ る。 し か

もそ の 基礎尺 度は 古韓尺 で あっ た。

　以上 の 検討結果 に よ り、古韓尺 が文献史料的

に も検証 され る こ とに な っ た 。

4．量 田歩で設 計 された 寺院建物配 置
7）

　古 代 の 日本 と朝鮮 半 島で、共通 の 土地制度が

存在 し 、 そ の 基 本 モ ジ ュ
ー

ル と して
’
占韓尺 の 歩

と量 田歩 （3 歩＝4．80m ）が 用 い られ て い た こ

とを文 献史料 に よ っ て 検証 し た が、そ うで ある

な らば、必 ずや そ の 痕跡 が 遺跡等 に残 され て い

るはずで ある 。 そ の よ うな観点か ら主 として 百

済と 日本 の 古代寺院 の 建物 の 心 々 間 距離に つ い

て 調 査 した結果 を表 5 に示 す。

　表か ら明 ら か な よ うに 、4．80m を単位 と し た

建物配 置 の 例 が極 めて 多 い 。量 田歩 に よる計測

シ ス テ ム は 、 田制 として の み な らず、建造物 の

築造企画 に も用 い られ て い た と考え られ る。

5．量 田歩で設計 され た前方後円墳
s）

　従来 、 古墳 の 尺 度論は 大型 前方後 円墳築 造企

画 の 研 究 と密 接 に か ら ん で 進 め られ て き て い る

が 、百 家争鳴 の 感 があ り、未だ
一

致 し た 見解 は

得 られ て い ない 。

　 そ の 中に あ っ て 、晋尺 （24，0cm） の 100 尺 を

基準 とす る と言 う森浩
一

の 当初 の 提案は 、そ の

後 も全 面的 と い うわ け で は な い が 、椚国男や 西

村淳、梅 澤重 昭が 同意見を述 べ て い る。

　 そ の 他に も上田宏範の 36cm の 類 高麗尺説 や

秋山 日 出雄の 27cm 説 （尋 1．60m ）、石 部 ・田 中 ・

宮川 ・堀田 グ ル ープ の 1，6m 大尋説あ る い は 1．5

m 小尋説 もある。

　 こ こ で 注 目す べ き点 は、24cm 説 と 36cm 説 の

間に は 2 対 3 の 整数比 関係 があ り、24cm 説 と

1．60m 説 の 間に は 3 対 20 の 整数比 関係が あ る こ
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表 5　 占代寺院 の 建物配置 に現れ た量 田歩

国名 寺院名 距離測定 区間 測定値 量 田 歩長

（m ） 歩数 （m ）
日本 川原 寺 中門〜塔 23．854 ．76
百 済 軍守里 廃寺 塔 〜 金堂 24．254 ．84
日本 北 野廃寺 中門〜塔 24．454 ．88
百済 金剛 寺 塔〜金 堂 24。554 ．90
口本 川 原 寺 南門 〜中 門 28．964 ．82
日本 四 天 王寺 中門〜塔 29，064 ．83
日本 山 田寺 中門 〜塔 29，164 ．85
百済 陵山里寺 金堂〜講堂 33，374 ．76
口本 飛鳥寺 中門 〜塔 33．574 ，78

百 済 王 宮里 寺 塔 〜金 堂 38．084 ．75

百済 王 宮里寺 金堂〜講堂 43．094 ．78
百済 東南里 廃 寺 金堂 〜 講堂 43．994 ，88

口本 川原寺 中金堂〜講 堂 48．1104 ，81
日本 川原寺 南大門〜中門 52，8114 ．80

日本 法隆 寺 塔〜講堂 57，5124 ．79
百済 弥勒寺 東塔〜中金堂 57．7124 ．80

百済 弥勒寺 西塔〜中金堂 57．7124 ．80

百済 弥勒寺 東金堂〜中金 堂 57．8124 ，82

百済 弥勒寺 西 金堂〜中金 堂 57．8124 ．82
百済 定林寺 塔〜講 堂 58．0124 ．83

百済 弥 勒寺 中院東 西 回廊 間 66．4144 ．74
百済 弥勒寺 塔 〜幢 竿 66．7144 ．76

日本 飛鳥 寺 南門〜西 門 66．7144 ．77
日本 法輪寺 南大門〜中門 66，7144 ．76
日本 吉備 池廃 寺 塔〜金堂 85．0184 ．72
日本 川原 寺 東僧坊 〜 西僧坊 86．4184 ．80

百済 弥勒寺 東西幢竿間 86，5184 ．81
日本 法隆寺 西 回廊〜東回廊 86．7184 ，82
百済 弥勒寺 中院南北 回廊 問 86，8184 ．82
百済 弥勒 寺 塔〜南門 100 ．4214 ．78

百済 弥勒寺 東僧坊〜西僧 坊 118．7254 ．75
日本 若草伽藍 塔 〜北柵 ll9 ．6254 ，78
日本 北 野廃寺 東士塁〜西上塁 121 ．0254 ．84
口本 飛鳥 寺 中門〜講堂 121．0254 ，84
日本 北 野廃 寺 北 土塁 〜南 十；塁 144．0304 ．80
白済 弥 勒寺 外廊垣 址 南北 間 288．0604 ．80

とで あ る。一
見 ば らば らに 見え て も多少 の 共 通

性は ある の で あ る。

　 し か し 大型 前方後 円墳 の 大部分 が 未 発掘で あ

り、計測値 に どれ ほ どの信頼性が ある の か 不安

が あ り 、 尺 度問題 と し て 極め て 興味ある テ ーマ

で あ っ た に も か か わ らず、私 見 を発表す る こ と

はな か っ た。

5．1　 群 馬の 前方後 円墳の 場合

　 と こ ろ が 最近 に な っ て 、群 馬 県 の 大型 前 方 後

円墳 の 発掘 調査 結果に 基づ き、注 目す べ き見 解

145−．

が発 表 され た。

　 それ は 綿貫観音 山 占墳 の 周溝 を含む 全

体配 置 図 （図 1） に つ い て 、梅 沢重昭 が

次の よ うに述 べ て い る こ とで ある。

　　使 用 され た基 準尺 度 （モ ジ ュ
ール ）

　 は、……公 約数値か ら帰納すれ ば、（晋

　 尺）20 尺 ＝ 4．80m で あろ うと推定 して

　 い る
………

こ の 基 準 尺 度 は 、 1 尋 ＝

　 1，60m と した場合 の 3 尋 ＝4，80m とす

　 る可 能性 もあ る
……

　 こ こ で 尋 を古 韓歩 と読 み替 え 、 （晋 尺 ）

20 尺 を 量田歩 と読み 替えれ ば 、 朝鮮半島

の 結負制 の 基 準尺 を述 べ た の とま っ た く

同
一

の 内容に なる。

　 同様な指摘 が、保渡 田八幡塚 古墳 （図

2）に つ い て の 若狭徹の 報告 に もあ り、基

本部分 が 晋 後 尺 24cm の 100 尺 （24m ）単

位 に よ っ て 設計 され、細部は 1．60m 程度

の 尋で 造 られ た と し て 、梅沢 の 見 解を踏

襲 して い る。

． 為
　　 図 1 綿貫観 音塚 宀

．
墳全体図

（『綿 貫観 音山古墳』 1 （墳 丘 ・埴輪編）、

群 馬 県埋 蔵 文 化財 調査 事業 団 、1998）
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　実は こ の よ うな見 解に至 る に は 、梅澤重昭に

よ る前段 階 の 検 討が あ り、群 馬県内 の 太 田 天 神

山古墳や 女体 山古墳の 計測値 の 最大公 約 数が

24m （晋 尺 の 100尺 ）に な っ て い る とし て 晋尺

説 を提 出 し て い た の で あ る。こ こ に 241nは、量

田 歩 の 5 歩あ る い は 古韓歩の 15 歩 に 等 し い
。

　そ こ で 、改め て 群馬 県下の 大型前方後 円墳 の

内、発 掘調 査 を経 て 兆域の 状況 ま で 明 らか に

な っ て い る 5 古墳に つ い て 、主要計測値 と古韓

歩 と量 田歩 の 関係 を整理 し て み た。表 6 に示 す 。

　そ の 結果 は、全て の 古墳 の 計 測値 が古韓歩 と

量 田歩に よ っ て 、誤差 2m 以内 に適合 して い る

こ とを示 して い る 。

　なお群馬 県 内には 、こ の 他 に未発掘で は あ る

が墳丘長が 120m を超 え る前方後 円墳が 10件あ

る 。 そ の 墳 丘 長を見 る と、倉賀 野 浅 間 山 古 墳

（171．5m ） と別所 茶臼 山古墳 （165m ）は量 田

歩 35 歩 （168m ）、 白石 稲荷 山古墳 （144m ） と

七輿 山古墳 （146m ） は 量 田 歩 30 歩 （144m ）、

前橋天 神 山古墳 （129m ）と八幡 山古墳 （130m ）

は古韓歩 80 歩 （128m ）、大鶴巻 古墳、朝子塚古

墳、御富士 凵］古墳 、 岩鼻二 子山古墳 （123m 、123

m
、

125m 、120m ）は量 田歩 25 歩 （120m ） と

な っ てお り、お お よそ 古韓歩 と量 田歩を基準 と

し た と見 なせ る 。

　群馬 県 に お け る こ の よ うな
一

致例は 、群馬県

内の み に とどま る こ とはなく、周辺地域の 発掘

調査 を経た 大型古墳 に も同様な例 を見 出 せ る 。

例え ば、南関東最 大の 前方後円墳で あ る千 葉県

の 内裏塚 古墳で は 、墳丘長 144m （30 量 田 歩二

144m ）、後 円部直径 80m （50 古韓歩 ；80m ）、

前方 歩幅 104m （65 古韓歩 ＝ ・　104m ）、後 円 部 中

堀外 縁直径 114m （70 古韓歩 ＝112m ）と良 く
一

致して い る し、東北地方最大の 宮城 県名取雷神

山古 墳 も墳丘 長 168m （35 量田歩＝168m ）、後

円部直径 96m （20 量 田 歩 ＝96m ）、前方部 幅 96

m （20 量 田歩 ＝96m ）と非 常に良 く
一

致 して い

る。

　こ の よ うな事例 は西 日本の 発掘調査 を経 た前

方後円墳 に も見出せ る。例えば、兵庫県最 大の

前方後円墳五 色塚 古墳は 、墳丘 長 194m （40 量

田歩 ＝192rn）、後 円部直径 120m （25 量 田 歩＝

120m ）、前方 部 幅 72m （15 量 田 歩 ＝72m ）とな っ

て い る。

5．2 　超大型前方後円墳の場 合

　発掘調査 に よ らない 占墳の 計測値 は信 憑性に

とぼ しい こ とは事実で ある。 し か し、墳 丘 長が

200m 以 上 の 場合 に 限定すれ ば、多少 の 誤 差が

あ っ て も議論 の 対象 とす る こ とが で きるで あ ろ

う。こ の よ うな考 え方 で 、墳 丘 長 が 210rn を越

え る 超 大 型 古墳 の 内 、均整 を 欠 き 、計測基 準 が

不確 実 な古墳 （五社神 古墳） を除外 して 、24 個

の
．
占墳に つ い て古韓歩お よび 量田歩の 適合状況

を整 理 し て み た、表 7 に 示す。

　　　 図 2　保渡 田 八幡塚 古墳全 体図

（『保渡 田 八幡塚古墳』調査 編、群馬町教委、2000）
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表 6 群馬 県 で 発 掘 され た大型 古墳 の 古韓歩 （量 田 歩 ）

古墳名 称 時期 計測部位 実測長 古韓尺歩数 （m ） 誤差

（計 測 値 参 考 資 料 ） （m ） 歩 量 田 歩 計算 （m ）

保 渡 田 八 幡 塚 古墳 5 世紀 後円 部上 段 基 部直 径 29．018 629 ．00

後半 中段基部直径 48．0301048 ，00
若 狭徹 「保渡 出 八 幡塚 後 円部直径 57．5361257 ．6 十 〇．1
古墳 の 築造企画 と首長 中堀外縁直径 96．5602096 ，0 一

〇．5
墓 系 列 」 中 堤 外 縁 直 径 ll270 112 0

『保渡田八幡塚古墳』 外堀外縁 直径 （兆域） 142，59030144 十 1．5
調 査 編 、群 馬 町 教委 主 軸線墳 丘 長 96．1602096 ．0 一

〇．1
2000．3 内堀外縁問 （134） 85 136 十2

中堤外縁問 （152） 95 152 0

外堀外縁間 （兆域） 188．512040192 十 3，5

前方部幅 62，540 64 十 L5

保 渡 田薬師塚 古墳 5世 紀 末 葉 後 円 部 後 円 部直径 （66） 40 64 一2

中堀 外 縁直径 （108） 70 112 ．
卜 4

『群 馬 町 誌』資料編 1 外 堀 外 縁直径 （兆域〉 13885 136 一2

原始古代 ・中世、 主軸線墳 丘 長 10565 104 一1
1998．3 内堀 外 縁 問 （144 ） 9G301440

外 堀 外 縁 間 165 蓋0535168 十 3

前方部幅 70 451572 十 2
井 出 二 子 山 占墳 5 世 紀 後 円 部 後 円 部 直 径 70−744515720

第 3 四 半期 中堀 外 縁直 径 （124） 75 　 251 120 一4

『二 子山古墳』 中堤外縁直径 （148） go　l
　 30
｝

144 一4

群馬 町 教委、1985 外堀 外 縁直径 （兆域） （晝60） 100 1600

主 軸線墳 丘 長 108dl170 ll2 十 1

右島和夫 「保渡 田占墳 内堀外縁聞 （161） 100 160 一1

群 の 研 究 」 『東 国 古 墳 中 堤 外 縁 間 （190＞ 12040192 十 2

時代の 研究』1994 外堀外縁間 （兆域） （209） 130 208 一1

前方部幅 71 451572 十 1

内 堀 内 の 中島直径 16 10 160

綿 貫 観音 塚 古墳 6 世 紀末 後 円 部 上 段 基部直径 32，420 32 一
〇，4

〜7 世紀初 中段基部直径 ／1 25 40 一1

梅沢重昭 「綿貫観音山 後円部直径 61 4D 64 十 3

古墳 の 設 計 ・企 画 」 中堀外縁直径 ID9．870 ll2 十 2

『綿貫観音山 占墳』 1 中堤外縁直径 （127） 80 128 十 i

（墳 匠、埴輪編）、群馬 外堀外縁直径 （兆域 ） 1生3．69030M ・1 十 〇．6
県 埋 蔵 文 化財 調 査 主 軸 線 墳 斤長 9了，2602096 一1．2

事業団、1998，3 内 堀外 縁間 】459030144 一1

中 堤 外 縁 問 （152 ） 95 1520

外 堀 外 縁 聞 （兆 域 ） （172） 10535168 一4

前方 部 幅 63940 64 一
〇，1

太 田 大 神 日」占墳 5 世紀 後 円 部後 円 部 直 径 12075251200

中頃 中堀外縁直径 19112040192 十 1

梅澤重昭 「太 田 天神山」 中堤外縁直径 24215D50240 一一2

『探 訪 日 本 の 占墳』有斐 外 堀 外縁直 径 （兆 域 ） 28818060288 0

閣、1981 主軸線墳 丘 長 210130 208 一2

内 堀外縁聞 270170 272 十 2

中 堤 外 縁 間 316200 320 十 4

外 堀 外 縁間 （兆域） 364　 122575360 一4

前 方 部幅
　　 112680

128 一2
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　そ の 結果は 、ほ とん ど全 て の 古墳 で 良好な
一一

致 を示 して い る 。 そ の 中 で も特 に注 目す べ きな

の は 、 最大 長 の 大 仙 陵古墳 で あ る 。 そ の 486m

は古韓歩 の 300 歩すなわ ち量 田 歩 の 100歩で あ

り、ち ょ うど 1 里 の 長 さ に な っ て い る。ま た 後

円部直径 も量 田歩 で 50 歩すなわち半里で ある。

すなわち 日本最大 の 古墳 は 占韓尺 で墳丘 長 1 里、

後 円部径 O．5 里 で設計 され て い た こ とになる 。

　ま た 二 番 目に大 きい 誉 田御廟 山古墳 に つ い て

も、墳丘 長 の 430m は 量 田歩 の 90 歩 で あ り、前

方部幅 290m は 量 田 歩 の 60 歩 で あ る 。 以 下、各

占墳 の 墳丘 長 に つ い て だ け述 べ れ ば 、 量 田歩 75

歩 の 古墳 に 石 津 ミ サ ン ザイ 古墳、造山 占墳、同

70 歩 の 古墳に河内大塚古墳、同 60 歩の 古墳に

渋 谷 向山古墳、土師 ニ サン ザイ古墳 、作山古墳、

同 50 歩 に行燈 山古墳 、室宮山 占墳、岡 ミサ ン ザ

イ 古墳、同 45 歩に 佐紀石 塚 山古墳、ヒ シ ア ゲ 古

墳、西陵古墳が あ る 。

　以 上 の 検討結果 に よ り、朝鮮 半島の 結負制で

用 い られ て い た基 準尺 す な わ ち 古韓歩 と量 田歩

が 日本の 大型 前方後円墳 の 築造企 画 に も用 い ら

れ て い た こ とを明 らか に し得た と考え る。

5 ．3　晋 尺説 との 関係

　 しか し それ に対 し て 従来 の 晋尺 （晋後尺 ）す

なわ ち 24cm の 尺度 で も、あ る 程度ま で は 説 明で

き る と の 反 論 もある で あろ う。量 田歩の 4．80m

は 晋尺 の 20 尺 だ か ら で あ る。

　 し か し、こ の 見解に は い くつ か の 間題 が あ る 。

そ の
一

つ は、後円部直径 が ち ょ うど 100 古韓歩

（約 160m ）を示 す ：
i1
墳 が 多くあるが 、これ ら

が晋尺 で は 660 〜670 尺 とな っ て し ま い 、完 数 に

な り難い の で あ る 。 しか し、古 韓歩で 言えば 100

歩で あ り、良い 完数 で あ る 、

　 ま た、もうひ とつ の 問題 点は 、古墳 の よ うな

大型 工 事 に果た して尺 の 単位を使用 した か の 閙

題 で あ る 。 周 知 の よ うに、古 代 中 国で は 上地 を

測 るの は 歩が原則で あ る．
： 中国 で は土 地 制度 の

基 準単位 は あ くま で 歩 で あ り 、 こ れ は農地 ばか

りで な く、墓地 の 大き さ も例 外 で な い ［t

　更 に言 え ば、晋 尺 あ る い は 晋後尺 を 24cm とす

る議 論 そ の もの に も問題が あ る。晋 （中国で い

う西 晋 ：265− 316 年）の 尺度 と し て 残 され て い

る 「も の さ し」 は 6 個 あるが、い ずれ も 24．2cm

以 上 で 、そ の 内 の 3 個が 24．5cm で あ り、け っ し

て 24．Ocm で は な い の で あ る 。

　以上の議論 に よ り、晋尺説 には 多 くの 問題 が

あ り 、 計測値に良 く
一d

致す る か らと言 っ て 採用

す る こ と は で きない の で あ る。

6．高麗尺 の 史料批判
9・）

　以 上 の よ うに 、日本 の 占代 田 制 の 代 制 が 、古

韓尺 の 歩 と量 田歩で 計測 され て い た とな る と、

高麗 尺 の 存在は ますます 疑 わ しくな る 。 高麗 尺

が定 説化す る過 程 で そ の 根拠 と して採 川 した 資

料は 、そ の 後全 て に問題 が 生 じ
、 現 在で は そ の

証 拠 能 力 を完 全に失 っ て し ま っ て い る か らで あ

る。

　 と こ ろ が 、律 令史研 究 の 観 点か ら言 う と、高

麗尺 に は 代制 を合理 的 に 説明 す る利点 が 残 っ て

い た 。 す なわ ち、高麗尺 の 6 尺 1 歩 に よ る段 250

歩制 が 存在 した とす るな らば、代 が 5 歩 とな り 、

そ こ に簡 単な対 応関係 が 存在す るか らで あ る。

　高麗尺 に よ る段 250 歩 の 存在 に っ い て は 、大

化改新 の 研 究 に お ける主 要 な テ ー
マ の ひ と つ で

あ っ た。

　 『令集解』田令 の 「古記 問 答 」 に現 れ て い る

「段 360 歩 制→段 250 歩制 → 段 360 歩制」 の 記

述が は た し て 実在 し た も の な の か 、実 在 し た と

す るな らば、何時の こ とな の か を め ぐる論争す

なわち 「田積三遷論争」 は高麗 尺の 存在 と も密

接 に 関係 し て い た。すな わ ち段 250 歩 制 が 実在

し ては じ め て 高麗尺 の 意味が あ る か らで あ る、

　 か っ て 高麗 尺 が 定説化す る 過 程で は 、段 250

歩制 の 実在 に つ い て 、疑 う見解は 無か っ た 。 し

か し亀 田隆之や虎尾俊哉に よ っ て 、「古記問答 」

が 「和銅格 に よ る 六 尺
’
歩制への 変 更 を め ぐ っ

て 、こ れ を大 尺 の 六 尺 と問違 え る 者が い る こ と

を想定 し た架 空の 質問で あ っ た 」 とす る 見解 が

提 出 されて 以 降、金 沢悦 男が総括 した よ うに、
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段 250 歩制は 実在の もの で は なか っ た こ とが 、

学説的に ほ ぼ確定 し た状況 に あ る。

　 しか も金 沢悦男は続 けて 、浄御原令施行時期

の 木簡に、町段 を用い た例が なく、全て代 によ

る記録で あ っ た こ とな どを考慮 して 、令 が大宝

令を意味する か 、浄御原 令を意味す るか の 論争

に もほ ぼ決着をつ けた。す なわち、町段制は大

宝 令に は じ ま り、それ以 前は代制 の み で 、浄御

原令期 の 町段 制や町 代併 用制 を否 定 し た の で あ

る 。

　こ の こ とは、高麗尺 に よる段 250 歩制 の 存在

を否 定す る こ とに通 じる。すな わ ち、代制が 当

初か ら、高麗 尺 に よ っ て 規定 され て い た とす る

の な らい ざ知 らず 、代制 と階調す るた め の 高麗

尺 の 段 250 歩制 はそ の 必 要 が な くな っ て し ま う

か らで ある。残る は代 が も とも と高麗尺 の 5 歩

で 規定 されて い た とす る考 えで あ るが 、 それ は

代制 の 理解の 仕方で あ っ て 、あ くまで推測 の ひ

とっ に過 ぎな い 。学説 史的 に も、高麗尺 が先に

あ っ て 代が で きた とす る もの は ほ とん ど見 られ

ない か らで ある 。

　か くして 、日本 の 代制 と朝鮮半島の 結負制が

同
一・

で あ り、そ の 基本尺 度が 古韓尺 であ っ た こ

とに よ っ て 、高麗 尺説は 完全 に 意味を失 っ た と

考え る 。

7．おわ りに

　 数多 くの 遺跡の 解析 と言 う実証的 な研 究か ら

ス ター トし、帰納的な方 法で 古韓尺 を見出 した

筆者 の 研究は 、文献史料 の 研 究を経て 古韓尺 に

基づ く土地 制 度尺 （量 田 歩） を見出 し、そ の 量

田歩 が ま た 再 び 、寺 院配置や 古墳築造企 画 に

よ っ て 検証 され て 、や っ と ひ とつ の 輪 を閉 じ た。

　 それ は実 証 的 な研 究 の 成 果で あ る と自負 し て

い る と共に、計量史 とい うい わばニ ッ チ な世 界

を越 え て 、東ア ジ ア の 古代史全般に大 きな影 響

を 与える もの と確信 し て い る。

　最後に 、長い 研究を通 し て痛感 したこ とを述

べ て お きた い 。それ は 実証的、合理 的な研究過

程すな わ ち史料批判が 最 も重要な学問 （歴 史学）

分野に あ っ て 、基本を踏み外 した研究が あま り

に も多い こ と で あ る。そ も そ も計量 史の バ イ ブ

ル と され て い る藤 田 元春 の 『尺度綜考』か ら し

て 問題 であ る。彼 が高麗尺説を準定説の 地位に

引き上 げた こ とが 、今 日 の 混乱 の
一

因 で もあっ

た。

　だか ら計量 史の 先達、天 野清 は 『尺度綜考』

を 「確 た る証拠 もな く…ま こ と しやか に 」 「幼稚

な記 述 」 と痛 烈 に批判 して い る し、同 じ く小泉

袈裟勝 も 「と うて い 科学的な考証に 耐える もの

で な く」と述べ て い る 。 そ して 小 泉袈裟勝は 『も

の さし』
to） の 中で嘆 い て い た 。

　　今 日ま で の と こ ろ高 麗尺 と認め られ る年代

　の 判 っ た も の さ しも ， ま たそ れ を 用 い た と確

　実 に 証 明 出来 る建物 もな い
。 （中略）………こ

　の よ うに あい まい な根拠 の 上 に勝手 に き めた

　尺 度を ，建 築物や遺跡に 当て は め て，都合 の

　よ い 数値 だ けを選 ん で 自説 を立 て る人が跡 を

　絶た な い の は ど うい うわ け で あ ろ うか

と。や は り計量 史 の 先達 た ち は 正 し い 認 識 を

もっ て い た 。

追 記）文献 に つ い て は 、個 々 に原典 を挙げ るべ

きで あ るが 、膨大 な も の に な っ て し ま うの で 、

筆者 の 研 究論 文 を挙 げるに と どめ た。関連す る

内容に つ い て は、筆 者 の 論文 の 参 照文 献 を 見て

い た だ きた い 。
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Fundamental 　Length　Measure 　Commonly 　in　the

Land ・systems 　of 　Japan　and 　Korea　in　Ancient　Times

ARAI 　Hiroshi

Abstract

　　It　has　recently 　been　developed　that　 the　fundamental　 area 　 unit ，　 sog （束），　 is　 equal 　to　23．0

  in　Korean　 land− system （Gyeolbu−je（結負制））．　 This　 value 　 is　the　 exactly 　 same 　 as 　 the　 unit

sokushiro （東代），　 in　the　ancient 　Japanese　Daisei （代制） system 　and 　their 　lower　unitnames 　are

justしhe　same 　interestingly　enough ．　 From　the　coincidencebetween 　Japaneseand　Korean　systems ，

it　is　clear 　that 」apan 　 and 　Korea 　were 　closely 　 related 　in　the 　field 　of 　weights 　 and 　measures ．

To　justify　the　hypothesis，　the 　 evidence 　in　the　design　of 　a 　［arge 　scaletumuli 　beflore　Daisei

must 　be　found　out ．　First，　the 　large　round
−front　square

−back　tumuli 　found　in　the 　excavation

irl　 Gurlma　prefecture 　is　discussed　arld 　then 　the 　ultra 　large　round
−front 　square

−back　tumuli

which 　 is　more 　than 　200m 　 in　 length　 is　 examined 　cQmpare （i　to　the　 tumulidiscussed 　before．　 From

the 　measured 　results 　it　is　confirr 冂ed 　that 　rlearly 　90　percent 　of 　the　measured 　lengths　are

restored 　by　 10　Ryangjeon −bu （48m ） or 　 lO　Kokarbu （16m ）with 　 in　2％ accuracy ．　 Consequently

it　isconcluded 　that 　the　measuring 　system 　of 　the　Korean　Gyeo！bu−jewas　used 　inJapanese 　tumuli

construction 　 and 　this 　 fact 　justified　the 　hypothesis 　 that 　the 　Japanese　Daisei 　 was 　the 〔｝xactly

same 　as 　the 　Korean 　GyeQ ！bu −je．
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