
商代殷都的族居特点与商的王?

著者 王  震中
雑誌名 王権と都市
巻 33
ページ 43-81
発行年 2008-03-01
その他のタイトル 商代における殷都の族居特点と商の王権

Residential Space Arrangements in Shang-Era
Yindu and Shang Kingly Authority

URL http://doi.org/10.15055/00002516



商代殷都的族居特点与商的王枚

王震中

中国社会科学院坊史研究所

在商王朝的坊史中,一 般將盡庚迂殷至商封王的天亡迭273年的吋同称之力商代晩期,晩 商王都

因在河南省安陌的殷地,故 也被称作力"殷 都"。以往的研究所悦的殷都,一 般是指以河南省安陌

市小屯村殷墟官殿区力中心的王都(圏 ユ),而近年来随着疸北商城的友現(圏2,圈3)2,学 者伯炭現,

所渭"盡 庚迂殷"所 迂之都城是河南省安阻市的疸北商城3,位 于疸河南岸小屯村的官殿区則是武

丁以来殷都的中心区(圏1)。 疸北商城量然是近年来重大的考古学友現,但対其的友掘迩是初歩的,

而以小'屯官殿区力中心的考古学友掘則有八十年的坊程。八十年来安阻殷墟考古友掘所荻得的包括

官殿宗店和王陵在内的大量的房屋建筑居址,墓 葬,手 工並作坊遺迹以及墓中所出土青銅器上祷有

的各美族徽銘文,再 朕系相美的甲骨 卜辞,力 我イ冂剖析晩商王都的族居特点,它 的族氏筐m 及其与

商王扠的美朕,提 供了多方面具体而羊富的材料,,`此 迭里所沱述的"商 代殷都的族居特点与商的

王板",主 要悦的是以安阻小屯官殿区力中心的商王武丁至商封吋期的情况。

圈1殷墟遺迹分布圏
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圏2殷 墟遺迹分布圈

圏3沍 北商城1号宮室副本



商代殷都的族居特点与商的王

一
,安 阻殷都的大朶居与小族居

在被称力殷墟的晩商王都中,祭 せ八十年的考古炭掘,我Ti7看 到在忌面枳迭36平 方公里的殷墟范

囹呼,除 了官殿区和王陵区夕卜,大量的是散布在四面八方的其他族余居住的居址与手工並作坊遺址。

而迭些族余 的居址和手工並作坊遺址則呈現出"大 奈居小族居"的 特点 。所渭rr大 奈居"是 悦在整

个殷墟交借朶処居住着杵多昇姓的族人,呈 現出一神奈居的状恋;所 滑"小 族居"是 悦毎一族在較

小 的范 圃内是 以rc家 族"或"宗 族"力 単位族居族葬的 。

殷墟的宮殿宗店区位于疸水南岸小屯村一帯(圏1),量 然 以20世 彡己30年代友掘 出的被称力 甲組,

乙組,丙 組 的53座 官殿宗店」云FI之 美的秀土建筑基址(圏4)5和1981年 在 乙二十基址南釣80余 米赴

圈4官殿区甲乙丙組基址
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新友現的一赴大型秀土建筑基址6而 著称,但 殷墟的宮殿宗店 区无iA是 布局迩是内涵都不 同于偃師

商城的宮殿区(圏5,圏6,圏7)。 在殷墟的官殿区内的遺迹,并 非仗仗是官殿宗店之美,20世 彡己70

圏5偃)fi商城 圈6偃沛商城宮城第一期主要遺迹圈

圈7偃沛商城官城第三期主要遺迹圈
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年代末至80年 代 中期,考 古学者在小屯西北 地,距 萬丙組基址 向西釣ユ30米的地方,又 炭掘了含有

大量小型房屋,窖 穴,墓 葬在 内的50余 赴基址7,著 名 的如好墓和 出土有"子=潼","晁 侯"(征 侯)

等五和銘文的18号 墓 以及 出土有"韋"字 銘文的17号 墓,就 在其中。此夕卜,在 迭一帯的1座 地穴式

和1座 半地穴式的房子里,迩 出土有玉,石 雕刻一++一Z木品,石 料和磨石等遺物,表 明迭里有一赴制玉

手工並作坊8;最 近在 甲五基址西北不逸夊h友現有一个玉料坑9,悦 明在官殿 区的核心部位也存在制

玉手工並作坊的可能。此夕卜,20世 彡己30年代,在 官殿宗店区乙組基址 的乙五基址下圧的茨坑中 曽出

土鋳造銅器 的陶范2506快,在 甲組基址的 甲一,甲 二基址下昃也有 陶范 出土,在 甲七,甲 十基址下

有大量的銅焼渣10,迭 表 明宮殿宗店 区的乙五基址所在地在建筑乙五宗店官殿前,有 可能是一夊ヒ鋳

銅手工並作坊 。迩有,2000年12月 考古所安 阻工作臥在小屯村南的花國庄村奈鈷探,友i現 商代秀土

基址和友坑多赴以及10余 座商代墓葬,并 友掘了其中一座編号力54号 的星赫貴族墓葬,墓 中出土青

銅・器等各美随葬品570余 件,許 多青銅礼器上都鋳有"亜 長"族 徽銘文11。迭些都悦 明所渭官殿宗店区,

它込包含王室成員墓(如 如好墓),貴 族墓(如M54,M18,Ml7等),一 般的"王 余"小 墓,以 及

由王室直接控制的制作玉器,銅 器的手工並作坊,儲 藏粮食等物的窖穴和普通的居址等 。所 以,官

殿宗窟 区既表現出官殿宗店較力集 中,亦 呈現出王室所在 的那部分王族的生活与生声状况,它 也是

作力王族族居的場所之一。

王陵区位于疸水北岸武官村北(團8),由13座 属于王陵的帯墓道的大墓,近1500座 排列密集而整卉

的祭杷坑和一些大墓旁 的陪葬墓所姐成 。王陵区内数量鹿大的祭杷坑是祭長吋期頻繁使用形成的12,

迭悦 明王陵区既是埋葬商王的陵地,也 是当吋商王室祭衵先祖的一个公共祭杷場所,逮 紳較単鈍的

宗教内涵,昆 示了它的神蚤性 。

圏8殷墟王陵区大墓及祭衵坑
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宮殿区和王陵区之夕卜,殷 都"大 奈居小族居",主 要体現在余多族余 的居址,墓 地和手工並作坊

的分布所呈現 出的分散性与族居性相彡吉合 的特征 。

首先以殷墟的手工並作坊遺址,`例,尽 管迭美遺址在数量上笈現很多,但 我佃无法把娜一赴悦 成

是手工並作坊 区,其 原因即在于 一是它Ti7分布的很分散,在 殷墟 的奈西南北四面都有(圏9)。 例如,

苗圃北地 的鋳銅作坊遺址位于小屯村南釣1公 里赴;薛 家庄祷銅和制骨作坊遺址位于苗圃北地奈北;

孝 民屯鋳炯作坊遺址位于小屯村西北釣2.5公 里;北 辛庄南地的制骨作坊位于殷墟西北;大 司空村

奈南的制骨作坊,位 于疸河奈岸 。二是它イ冂毎毎与較小的族居形恋朕系在一起 。例如,在 苗 圃北地

的祷銅作坊遺址一帯友現的"亜 鬲","守 趾""粥"等 族徽銘文多迭 四五和之多,悦 明迭里的族居

是 由多个家族所 枸成的13。再如,大 司空村 奈南地,友 現有1380平 方米的手工並作坊范囹,在 迭一

帯 即豫北鈔厂及其附近逐友掘有900座 分区成組分布的殷代墓葬14,属于又一赴聚族而葬的"族 墓地",

最近中国社会科学院考古研究所安陌工作 臥又在豫北鈔厂内友掘 出一組貴族的宮殿宗店秀土建筑基

址群15.迭 里墓地 的墓 葬中出土有"洋","古","何","児"等 十多秤不同和美的族徽銘文16。将

大司空村奈南地的制骨作坊与迭里的貴族宗店建筑群,帯 墓道的大墓,含 有数百座墓葬"族 墓地"

以及十多秤不 同不中美的族徽銘文錬合考慮,似 乎可以得出:大 司空村,豫 北鈔厂;L.帯 族居族葬有
"洋"

、"古","児"等 十多个貴族族 氏,大 司空村的制骨作坊只是居住在迭里的某一貴族族 氏中的

一神手工並生声而已。

圈9安 陌殷墟手工並作坊遺址平面圈
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上述各美手工並作坊遺址,多 数存鎮的吋囘都較長,如 苗 圃北地的手工並作坊遺址 的年代始建于

殷墟一期晩段,其 后規模不 断打大,一 宜延鎮 到殷代末年 的殷墟 四期。 薛家庄手工並作坊遺址,

也是从殷墟文化第二期延貘到三,四 期 。孝 民屯村友現的 由近百座半地穴式房子錏成的平 民村落,

使用年代力殷墟二期;2003～2004年 友現的祷銅遺址主要,`殷 墟文化:第三,四 期;清 理的1177座 墓葬,

絶大多数也属于殷墟三,四 期,个 別,`殷 墟一,二 期7。 既然存鎮的吋向長,而 又以族居的形式居住,

那幺,它 伯星然属于世工世族 。迭紳以家族或宗族力単位从事某神手工並生声的形恋18,当 属于商

代手工並寺冂化生声 的一般形恋,《左侍》定公四年所悦的殷遺民中的条氏,索 氏,長 勺氏,尾 勺氏,

陶氏,施 氏,繁 氏,綺 氏,樊 氏,終 葵氏等,就 庄垓属于迭紳情形。而迭和世工世族又是按照大奈

居小族居分布的,所 以,各 族的手工並作坊是不能像宮殿 区王陵区那祥集中在某一片区域的。只是,

有的家族或宗族只从事某一神手工並,也 有的則在主要从事某一手工並的同吋,也 兼菅其他秤美 的

手工」k。迭和大朶居小族居决定了殷都手工並作坊分布 的分散性 。

除了族居的世工世族 的手工韭作坊遺址,殷 墟迩友現許多其他的族居族葬遺址 。如位于小屯村西

釣2公 里的白家坡遺址,从20世 彡己60年代到90年 代,既 友現有較集中的墓葬,也 友現多座秀土房基,

数十个窖穴,茨 坑和水井,在 一赴秀土 建筑基址下友現長釣16米 的陶排水管道19。有学者一汰力殷墟

西区第七区,第 一 区的墓葬靠近白家坡遺址,它 伯与 白家攻遺址属于一个族邑,其 墓葬中出土的"共",
"告守"

,"子 帛","克"等 族 氏徽号和帯墓道 的大墓,:牟 弓葬等表明迭是殷墟中一・些重要的望族20,

其族属可能包含有u共","告r}","子 市","克"等 多个族 氏貴族。

位于小屯之南的苗 圃南地,曽 岌現分布有商代茨土展,友 坑和50余 座墓葬 。在其中的M47,M58

和M67墓 葬中都出土"〈"迭 祥的族徽銘文2'。逮群墓葬既然仮出逮一神徽銘,悦 明苗圃南地迭片

墓地是"メへ"族 的墓地,而 且 由M47所 出土 的祷有"(己"的 大鼎看,捕 有此鼎的墓主人有高貴

的身价,也 反映"メへ"族 在当吋有較高的地位22。

位于殷墟西南的郭庄村北,1986～1987年 友掘殷代墓葬167座,有9座 墓 出土青銅礼器。迭片墓

地 中出土族徽銘文七和,有"羊","単","光"等23。"羊"族 徽銘文在梯家 口村西殷代墓地中 曽

有友現24,"光"族 徽銘文在范家庄村南殷代墓地也有友現,以 前著隶也有妃載25。"羊","単","光"

等多神族徽銘文在郭庄村北的友現,悦 明迭一帯至少是几个不同族 氏的族葬地 。

位于苗 圃之奈的郭家庄,1982年 ～1992年 友掘出191座 商代墓葬,出 ±有"亜 址","亜 胡址",":亜

胡止","中","駄","兄 册","作 册兄","郷 守"等 族徽銘文26,可 児郭家庄村也属于多个族氏的

族葬之地 。

位于小屯村南釣2公 里赴的北徐家椦村北,刻 家庄村北和村南也是貴族族居地,如 ユ992年,1996年,

在北徐i家椦村北友掘出殷代墓葬70余 座,友 現殷代秀土房基3座,其 中F1和F2秀 土建筑面枳均在30

平方米 以上27;2001～2002年,在 北徐家梼村北又友現和友掘 出一処規模宏大,分 布密集,建 筑形

式独特 的四合院式建筑基址群28・在迭一建筑群体的周迪也%k現 有商代建筑基址 的分布,表 現出共

赴的i.密 美系 ・像徐家椦村北迭祥大型的秀土建筑基址 的規格和建筑群的規模,表 明迭一帯所居族

氏的地位与実力都是較高的,其 族余的人 口数:量也 当不少 。

在刻家庄村南友現有殷代墓葬62座29,有 殷代杏土基址一赴 。刻家庄村南的遠片墓 地出土的銅器

中有"息"3(1,"史","ダ'三 个族徽銘文,悦 明刻家庄村南的迭片墓地可能是迭三个族的家族墓地 。

刻家庄村北遺址友現有荻坑,窖 穴,房 基,水 井,道 路,墓 葬,其 中友掘的殷代墓葬迭ユ95座31。

在 出土 的銅礼器16件 中,有4件 鋳有"挙 父癸"三 字,"挙"是 族徽銘文,"挙"32字 在せ去的著隶中
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氾載頗多,悦 明"挙"在 当吋是一个大族,在 殷墟晩期,対 家庄村北地一帯有"挙"族 的墓地,也

友現有次坑,窖 穴,房 基,水 井,道 路,表 明迭一帯也是LL挙"族 的居族葬地之一。

在刻家庄,徐 家梼奈南方 向的梯家 口村西,1985年 以来友掘殷代墓葬近30座33,在 迭赴墓地 中的

M3所 出銅鼎 内有族徽銘文"羊 箙",逮 一帯殷代文化遺迹分布有灰展,茨 坑,窖 穴等,表 明梯家口

村西是"羊 箙"之 家族族居族葬之地。

在殷墟小屯村西南釣4公 里的奈八里庄村奈,1991年 以来炭現有商』代道路,茨 坑和5座 殷墓,墓 中

出土的一件銅爵上祷有"丿へ 己"。"丿へ"是 族徽銘文,道 去著隶中也很多,近 年在殷墟苗 圃南地,

戚家庄村奈地等墓地中,均 友現有"丿へ"族 徽銘文,迭 一方面悦明"A"族 在殷墟 的居地不止一

赴,男 一方面悦明奈八里庄村奈的迭片墓地只是居住在迭里的"丿へ"的 一个家族的墓地 。2001年 春,

八里庄村北友掘了一赴晩商遺址,友 現有商代大型次坑,20余 座商代墓葬(其 中有4座 保存完好 的

商代貴族墓葬),迩 有1座 房基面迭100多 平方米的較大型的秀土建筑基址34,座)勺 当地貴族的居所。

与奈八里庄村奈 的墓地朕系在一起,迭 一帯 的居址与墓地,很 可能即力"丿へ"族 中一个家族 的族

居族葬之地,其 族人中有貴族,亦 有平 民。

在八里庄之北,位 于殷墟西南的戚家庄村奈遺址,1982～1984年 友現殷代墓葬197座,墓 地中出

土的銅器有43件 帯有銘文,分 属于9和 不 同的銘文,包 括"爰",rc,_.,T箙","絨 箙"等 。其中,M269

墓葬出土帯有"爰"徽 銘的銅器有25件,M63出 土帯有rc.一L,T箙"徽銘的銅・器7件,M235出 土帯有"絨 箙"

徽銘的銅器有3件 。迭一帯除分布較密集的墓葬夕卜,迩 有殷代的茨土屠,茨 坑窖穴等遺迹,悦 明迭

一帯在殷商晩期
,人 口比較稠密,由 所笈現的"守 箙","絨 箙","爰"等 族徽銘文可以判断,戚 家

庄村奈逮一帯是"字 箙","絨 箙","爰"等 族 氏族居族葬之地35。

位于殷墟西北迫塚 的范家庄村南,1997年 友現殷墓11座,分 布 比較集中。迩友現商代次土展,友 坑,

窖穴等遺迹 。墓 中出土的銅器上有"光"字 族徽銘文36。"光"的 族徽銘文在以前著隶的殷墟 綱器

中就有妃載37,1987年 在殷墟郭家村北殷代墓地中也友現帯有cc光"族 徽銘文的銅器38,范 家庄村南

的"光"族 墓地,属 于殷=墟文化第二期,郭 家村北"光"族 墓地属殷墟文化第四期 。迭丙処家族墓

地的族属被圦力是有朕系的,仗 就范家庄村南遺址而言,它 也是一个家族的族居族葬之地。

恵括上述殷墟的布局的特点,第 一,殷 墟有一个中心,它 就是官殿宗店区和王陵区,它 在殷墟布

局中赴于中心的地位 。近年在官殿 区内炭現有池苑水系部分39,悦 明迭里除宗店官殿之外,也 有池

苑水樹,逮 是力満足王室生活多方面需求所致。迭里的池苑水樹的布局之所以不像偃師商城那祥很

規整地分布在宮室的北迹,星 然是力了這庄近旁的疸河及其蜿蜒流.,,p的地理坏境,它 反映出殷人因

地制宜的規剣意枳。

第二,在 官殿 区和其附近安排有王室和貴族墓葬,是 殷墟布局的男一特点。例如,在 小屯村西北

分布有如好墓和出土有"子 潼";`晁侯"(征 侯)等 五和銘文 的18号 墓,以 及 出土有L`韋"字 銘文的

ユ7号貴族墓等;在 小屯村西,今 考古研究所安 陌工作站 内也友現有帯兩条墓道的大墓;在 小屯村南

的花因庄村京友現祷有"亜 長"族 徽銘文的54号 貴族墓;在 小屯奈南迫的后図墓葬群 中,其 最高身

价者也11是 王室貴族 。

第三,宮 殿 区既有宮室又有墓葬的逮神布局也影吶了殷墟其他地方的貴族和族余,所 以,我Ti7看

到,在 殷墟凡是有墓葬集聚的地方,毎 毎即有居址友現,有 的迩是居址,墓 葬和手工並作坊集于一

ノト遺址之中
,从而形成 了殷墟各个族的族居与族葬密不可分的特点,亦 即除部分単独的"族 墓地"夕 卜,

殷墟的族居族葬毎毎是墓地就居地而形成的族居族葬 。可以悦除了王 陵因在 国人中有其特殊的政治,
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宗教縁 由而単独辟力王陵区外,上 至王室貴族,下 到其他貴族和普通族余,就 一般而吉,都 是墓葬

就居所而埋 。

由于居住是某秤程度的聚族而居,故 墓葬也赴于不同屠次的聚族而葬。対于迭和聚族而居,有 学

者称之力"殷 墟`大 邑商'"中 的"族 邑",并 絵出了一幅"殷 墟`大 邑商'族 邑分布示意 圏"(圏

10)4%毟 者 以力其主専思想是対的,但i,于 迭些聚族而居的族与族的居地之向并没有 明星的洶壕或

其他 区剣的柝志,所 以,是 否将之称之力一个个"族 邑",逐 可迸一歩斟酌。実阮上,殷 墟的族居

形恋属于在王枚支配下的大奈居中的小族居,即 就整个殷墟迭个大単元而言,各 个族是混奈的,而

就各个族逮禾中小単元而言,是 以族聚居 的.依 据甲骨文,殷 人 自己将殷都称之力L(大 邑商"或"王

邑"或"茲 邑"等 等,但 対于"王 邑"即"大 邑商"中 的小族居,可 否再称力"邑",在 甲骨文中

迩得不到悦 明。力此,対 于"大 邑商"中 的各个族居点,毟 者 以力不称其力"族 邑"而 仮称之力"族

居",将 更有利于悦 明逮秤大奈居中小族居 的性賃与特点 。

第 四,由 于武丁移都于疸南吋是累ll缶小屯一帯 的沍水而建41,受 迭一 自然地理的地形条件的影吶,

再加上殷人聚族而居的特点,致 使小屯 官殿区亦即晩商王都中心区的布局与偃師商城,邦 州商城 以

及疸北商城不同。在小屯一帯,我 イ1]看不到官殿区内的中軸銭在何赴,或 者悦迭里的中軸銭不那幺

明¥/;也 看不到以戮横大道来区剣城市的規坩 没汁 。城然,殷 墟各族 内部和各个族居点之 向无疑存

在着供人行走和戛牟弛勢的大小道路,但 它伯很可能是依据需要,并 且是因地制宜,照 顧当吋的地

形地貌修筑或形成的。

第五,殷 都有寺 冂的王陵区,但 渚如如好等王室成員却不埋在王陵区,而 埋在宮殿 区,可 見殷墟

的王陵区在埋殷王迭个 向題上,是 有其特殊意又的。城如学者所指出,在 西北図幵辟作力寺 冂埋葬

圏10殷墟族居分布示意圏
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和祭杷的王陵区,是 因,`王 陵区属于当吋都城 内唯一的最重要的集聚 臣民参与国家杷典的公共場所。

迭神公共場所的.Zﾂ立,无 疑是在灌輸和強化王板意沢,絃 耀 国力国威,它 是凝聚渚侯和臣民向心力

的重要手段42。尚需朴充的是,商 代的王与王室的其他成員,无 沱 是活着込是死后,他Ti7在 国家中

的作用与地位是有本廣差別的。无沿是在 甲骨文中,迩 是在文献中,商 王都有"余 一人"的 称 呼,

卜辞"癸 丑 卜,王日貞,翌 甲寅乞西笏 自上甲衣至于后,余 一人亡禍?弦 一 品杷。在九月。__"(《 英

藏 》ユ923),悦 其禍被圦力是集于余一人即王之身上的,迭 正悦 明殷王銃治的世界是 由王一人来体

現 的43.王 活着的吋候,既 是世俗王板的扶掌者,也 是神与人之 囘的中介;王 死成力神災,他 既是

商 的王室王族的祖先神,也 是整个商族的祖先神,迩 是整个王国的帝之夕卜的最高神aa,而且在 卜辞中,

是看不到対帝挙行祭衵的,从 接受祭杷的角度来垪,殷 人所衵的最高神就是死后的商王 。由于殷王

所統治的世界是由王一人来体現 的,対 先王的祭杷也就絶非仮仮是商的王室的事情,而 是整个王国

的大事,迭 祥,王 陵当然就会成力集聚臣民参与 国家杷典的公共場所,从 而在王陵使用大量的人牲

挙行祭杷吋,也 彡色不能看成逮是所渭寺制君主 的残暴所致,而 是一和宗教需求所耳区使,在 当吋人看

来,通 せ大規模地祭衵,使 先王的神力得到加 強,使 祖神的需求得到満足,迭 対整个王 国都是一秤

福音,所 以,将 死去的王集中埋在一赴一一我Tit天 称之力王陵区的地方,并 祭常挙行 国家級別的,

由余多族 氏乃至四方侯伯参加的祭典,迭 是当吋政教合一的神枚政治所使然 。而王室的其他成員因

不具各像王那祥的特殊作用,故 按照当吋族居族葬的刀俗,可 以埋葬在官殿 区内或其附近 。

二,安 陌殷都的族 氏彡吉枸

安陌殷都的居住特点既然是"大 奈居小族居",那 幺在"小 族居"中,其 族 氏彡吉椈又是什幺祥 的状恣?

《左佑》定公四年在悦 到周初分封吋,曽 分給魯公伯禽"殷 民六族" ,并"使 リ巾其宗 氏,輯 其分族,

将其丑美"。 有件多学者将迭里的"宗 氏"和"分 族"理 解力宗族与家族兩級族姐須,并 圦力殷人

的族 氏彡吉枸就是 由若干ノト血来家族姐成宗族迭祥一紳彡吉椈。

1979年,殷 墟西区友掘荻得939座 墓葬{J.料(圏11,圏 ユ2,圏13),友 掘扱告的撰写者通辻対墓地

的分 区与分群,提 出殷墟西区的八个墓区``属 于宗氏一陰級姐銀,而 毎个墓区中的各个墓群可能是属

于分族 的",也 就是悦殷墟西区墓地中的"墓 区"与u墓 群"的 美系 即是 《左佑》定公 四年所悦 的

殷遺民中Lf宗 氏"与CL分 族"的 美系45.其 后,葛 英会先生撰文,対 包括殷墟西区在内 ,含 有大司

室村南地,后 崗南地的墓葬都迸一歩作了具体的分区与分組的剣分,'汰 力"各 区 ,各 組群所代表的

是不同族団,区 与蛆的剣分似11反 映着族 団的不 同等級"46。 朱風瀚先生則圦力将殷墟西区刻分力

墓 区与墓群逮秤二級来族蛆銀的刻分泄于筒単,而 提出墓区三扱来属姐狽 即"大 群" ,"群"(宗 族),
"姐"(主 干或直 系家族)的 戈り分47

。其他,渚 如唐ﾟT根48,韓 建並49渚位,也 根据墓地 内墓葬之 向的

疏密程度和随葬器物的組合情况,或 者是対殷墟西区各区墓地或者是対八区中的某一 区墓地 ,也 作

辻具体 的分群或分姐的剣分。現在的向題是,第 一,量 然毎一位剣分者在迸行刻分吋都考慮了墓葬

分布相互 同的距肉:逸近疏密和葬俗特征,但 渚位所戈叮分 出的姐群都 由鄒些墓組成 ,却 互有差昇,ヌ住

以取得一致・第二 ・対于所刻分出的墓 区,墓 群,墓 蛆与族組須級別屠次如何対庄 ,亦 是渚悦互有

不 同。

尽管上述毎位沿者対于墓群与墓爼之同究竟座対座什幺祥的来族組須,碗 実有着不同的理解和不

同級別的剣分,但 大多数沿者想悦明的迩是 由若干个同宗的家族枸成某一宗族的向題 。然而 ,我Ti7
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圏11殷 墟 西 区 墓 地 三 区 奈 部 墓 葬 分 組 示 意 圈

A.殷 墟西 区墓地分 区圏 一 至十.墓 区繁号

B.三 区京部墓 葬分組圏WC3-1-12.分 坦翁 号

圈12殷 墟 西 区 驀 地 第 三 墓 区 族 徽 銘 文 拓 月

1・蝉(198言6)2・ 觝(198:3)3・4,8、13、14」6」7・ 爵(198=4
,692=10、6B=15、697:5、

354:2856:2,793:10)5・20・ 戈(692:i4
、727=2)e.矛(374:7)7」L覯(613:1.

355:5)9・ 鼎(355:7)10,11・ 般(355;6、764;4)15.觚(856:1)18 .鱆(793:9)驚9覗 三

仲(699:4)
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若将墓 区的分群,分 坦与出土的族徽銘文対照起来看,很 ヌ隹得出同一墓区或某一"大 群"即 力同一

宗氏(宗 族)的 彡吉洽,而 同一宗族之人却可 以葬在不同的居址不 同的墓地之中。例如,殷 墟西区第

三墓区(圏11)出 土的族徽銘文迭15秤 之多(圏12),其 中位于奈南角 的一一組11座 墓(M674,675,

676,677,687,688,689,690,694,695,697)中 的M697出 土 了一件帯有``丙"迭 祥的族徽銘

文的銅器(圏12:13).然 而考察"丙"迭 一族徽銘文,我 伯悦出土迭一族氏徽氾銘文最多的是在

山西炙石旌介 的商墓。山西炙石旌介商墓的 出土物中,在 祷有族 氏徽妃銘文的42件 銅器中,"丙"

形徽銘竟有34件50,所 以"丙"迭 一 国族的本 家即宗族在山西炙石旌介,而 居住在殷墟,死 后葬于

殷墟西区墓地者則是丙 国在商王朝¥¥官 者及其家族。換吉之,我Ti7很 ヌ隹悦M697出 土的"丙"迭 个

徽銘与垓墓 区出土的其他14个 族徽銘文属于 同一个宗族,也 就是悦,我 イ1]仮仮可以将位于第三墓区

奈南角的M674-M697逮 十一座墓看成是族徽銘文¥`"丙"的 一个家族墓地,但 迭一家族与同一墓

区(第 三墓 区)乃 至郭近的第二墓区的其他家族不属于同一宗族 。

丙的本家即宗族不在殷墟,迩 可以从甲骨文中得到証 明。甲骨刻辞 中有"丙 邑"(《 合集 》4475),

即力丙 国之都 邑。在 卜辞中,我Ti7不但可 以看 到"王 令丙"(《合集 》2478),而且也有"如 丙来"(《合集》

1891ユ反)的 泥乗 。如丙之称 已表 明丙族与商王朝有婚姻美系,而"如 丙来"則 迸一歩悦 明,从 殷

都 的角度垪,女 ヨ丙之丙族是夕卜来者 。至于丙 国丙族在王朝力官的情形,我 イ1]在下一市再作迸一歩的

沿述 。

再如,位 于第三墓 区西北方向的M699出 土有"中"族 徽銘文,而 第六墓区的M1080也 出土有"大

中"族 徽銘文,"大 中"是"大"与"中"相 組合的夏合型徽銘,迭 稗夏合型徽銘,有 的反映了家

族与宗族之囘的衍生,分 支之美的美系51,有 的反 映的可能是短暫的朕合美系52,但 迭里一个位于

第三墓区,男 一个位于第六墓 区,第 三墓区与第六墓区之向迩相隔第四墓区,如 果悦"中"与"大

中"属 于 同一个宗族的兩个家族的活,那 幺它伯是被分 隔在丙个墓区的。
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迩有,第 四墓 区M1116出 土有"朿"族 徽銘文,第 八墓 区M27]也 出土有Ll朿 乙":族 徽銘文,逮

也是同一宗族的兩个家族被分隔在不同的墓 区中。同祥是"告 守"族 徽銘文,在 第四墓区的M1118

出土有兩例,在 第七墓区的M907出 土有一例。位于第七墓 区南区西部的M907墓 葬除出土``告宇"タト,

又出土有"共","日 辛共"和"亜 共";而 位于第七墓区北 区的M93墓 葬也 出土有"共"和"亜 共",

第七墓区的南北丙区相距100余 米。

与"守"相 美朕 的族徽銘文,除 殷墟西区夕卜,殷 墟南 区的対家庄北的M2墓 葬出土有"r許"字 族

徽銘文的觚1件,有"守 父乙"族 徽銘文的爵1件,刻 家庄北Mユ 墓葬出土有"守"字 族徽銘文的觚1

件53;在 殷墟西南方向的戚家庄,一tj一,一,M63墓葬出土有帯有"字 箙"的 銅籃1件,銅 單1件,銅 觚2件,銅

爵2件,銅 由1件,迭7件 之多54。逮里,"箙"原 本是官名,因 力在 甲骨文中即有"多 箙"和"左 多

箙",研 究者將之列入商代的武官之一禾中55。"守箙"族 徽銘文的出現,是 由于"宇"族 中某一家族

長期担任"箙"的 官取,因"以 官力 氏",故 署名力"守 箙","守 箙"即 成力迭一家族 的徽銘,但

它与単需力u,一..,nT者属于同一宗族是没有 向題 的。而殷墟南 区的刻家庄与殷墟西南 区的戚家庄相距

有2.5公里,与 殷墟西区的第四墓 区相距有3公 里,迭 也属 于同一宗族的不 同家族可以族居族葬在殷

墟的不同的地方的又一事例。

位于殷墟刔家庄南 的M63出 土有2件"息"銘 銅器,而 息族綱器集中友現 的地方是河南夢 山具蟒

張彡天湖村 的晩商墓地.在 前后三次岌掘的20座 晩商墓葬中,出 土有銅器銘文的鋼器共40件,其 中

有"息"字 銘文的共26件,占 全部有銘文銅器的65%。。出"息"銘 文銅器墓有9座,占 全部商代墓

的41%。,特 別是ユ0座中型墓中有8座 出土"息"銘 銅器,占80%。56。 学者多圦力夢 山具夭湖墓地力

息族墓地57,泣 垓没有什幺疑向。在 甲骨刻辞 中有``如 息"(《 合集》2354日),也 有"息 伯"(《 合集》

20086)。 息族有伯称,属 于当吋畿外侯伯之 国;息 如的存在,表 明息与商王朝存在婚姻美系,而 刻

家庄南M63出 土的"息"銅 器表明,息 族人有在商王都力官者58,所 以,息 族的本家在夢山天湖一帯,

在殷都充其量只是其一个家族而 已。

此夕卜,作 力"韋"(市)族 中的族徽銘文,我Tﾎ7可 以看 到小屯村北M17墓 葬出土 的一件青綱觚 上

祷有"市"徽 泥銘文59;殷 墟西区墓地第一一墓区M2508墓 葬出土的一件銅鼎,一 件爵和一件銅觚上,

都祷有"子 市"徽 氾銘文60;在 梅 国庄南地M92墓 葬 出土 的青銅觚上,鋳 有"册 市"徽 妃銘文G];

在苗圃北地M54墓 葬 出土的青銅觚上,祷 有"弓 亊"徽 氾銘文62。在迭些徽銘中,"子 市"表 明殷

墟西区墓 地第一墓区附近有作力市族宗子的墓葬,"册 亊"表 明梅 國庄南地有被任命力"册"即"作

册'之 取官的亊族家族,"弓 市"表 明在苗圃北地有 以管理 弓箭力官取的市族家族。迭些都属于市

宗族中在朝廷任官者,他 伯力官于朝,自 然也就居住在殷墟,但 遠也悦明量力同一宗族,并 都在朝

廷力官,却 可以埋葬或居住在殷墟的不 同地方。

有了上述的例証和分析,那 幺,我Ti7対 于前面 曽挙 出的渚如苗 圃北地遺址 出土有"亜 鬲","r.T趾",
"粥"等 徽銘

;大 司室村遺址出土有"洋","古","見"等 徽銘;郭 庄村北遺址出土有"羊","単","光"

等徽銘;刔 家庄村南遺址出土有"息","史","ダ 徽銘;郭 家庄遺址出土有"亜 址","亜 胡址","中",
"駄"

,"兄 册","作 册兄","郷.,一."等 徽銘;戚 家庄村奈遺址出土有"爰","守 箙","絨 箙"等 族

徽銘文,就 可以作出迸一歩的推iA,即 首先它イ1]反映出毎一地都是 由多个族氏所族居;其 次,対 于

毎一地的迭些族 氏所枸成的美系,目 前星然无法碗定它イ1]一定就是"宗 氏"与"分 族"的 迭紳結枸

美系,从 而也就不能排除有些遺址中的渚族氏量聚カー地,相 互之向実属不同的宗族。

迭祥,尽 管 由 《左佑》定公四年等文献材料,我 伯可以看到商代庄垓存在"宗 氏"与"分 族"迭
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祥的二級来族組祭彡吉枸;也 尽管由殷墟各赴墓地材料中渚墓葬的室囘分布与排列組合,我Ti7可 以剣

分出墓群与墓蛆,而 且迭和同一片墓地中的墓群与墓鶲的組合中也不排除其中有的可能是"宗 氏"

与"分 族"迭 祥的二級来族組銀彡吉枸,但 上述渚多例子也悦明,在 殷都中,同 一宗族的渚家族是可

以族居族葬在殷墟的不同的地方的,它 反映出殷都的許多貴族和族尹有可能仮仗是以家族的形式聚

族而居的。力此,毟 者汰力,在 理沿上商代存在着"宗 氏"与"分 族"迭 祥的宗族組祭彡吉枸,但 在

晩商的殷都,実 隊的情况座垓是既不排除有以宗族的形式迸行族居族葬者,也 大量存在着仮仮以家

族的形式迸行族居族葬者,迭 悦明晩商王都族居族葬的基本単元是家族而非家族之上的宗族,換 言

之,在 晩商王都,商 的王族和一些強宗大族量有可能是以宗族与家族相ﾂ合 的彡吉枸而姐銀起来的,

但王都内其他不同族属的族人イ1]最初毎毎都是以家族的形式出現的逮一現象,以 及晩商王都族居的

特点主要是以家族力単元而呈現出的大奈居小族居,它 反映出王都内的地録性即来族姐銀的政治性

要較其他地方友迭一些,迭 悦明商代来族姐銀的血録美系也是要力王枚服劣的,王 都的迭神族居特

点,与 商代的都鄙結枸一祥,都 是与商王的銃治方式1t7C系在一起的。

三,与 殷都族氏彡吉枸相美朕的王板

商的王枚及其銃治方式与商代的国家R枸 及殷都的族 氏拮枸都是有美系的。毟者 曽提出商的国家

彡吉枸是一狆"夏 合型 国家拮枸63,在 迭秤"夏 合型"国 家中,'商 王作,`"天 下共主",他 既苴接統

治着王邦亦即后世所渭的"王 畿"地 区,也 向接支配着 臣服或服属于他的侯伯之国,迭 些余多的侯

伯之 国也被称力"庶 邦"。 由于商王 的"天 下共主"的 地位,王 邦即王畿地区対于其他余邦其他庶

邦来悦是"国 上之 国";而 所渭庶邦,有 杵多是在夏代吋即已存在的一个个邦 国,到 商代吋它伯并

没有輳換力商王朝的地方一級板力机枸,迭 些邦国臣服或服属于商王朝,只 是使得垓邦国的主扠変

得不完整,主 扠不能完全独立,但 它イ1]作力邦 国的其他性能都是存在的,因 而形成 了王朝内的"国

中之国"。 所 以,在 商王朝在的拮枸中,它 是 由王邦与余多庶邦組成的,是 夏合型的,就 像数学中

的夏合函数一祥,函 数里面套函数・由于在以王,`天 下共主的王朝中,那 些主枚半独立 的一个个邦

国之君,在 其国内都行使着 国家君主 的板力,各 邦之 向的美系也都是 国与国之向的美系,所 以作.,

夭下共主的商王対于各地的庶邦也只能施行向接 的銃治或支配。而対于王畿特別是王都范囹内,'商

王則可以施行直接的銃治与支配.迭 秤同接支配与宜接支配相彡吉合的統治方式,是 夏合型 国家彡吉枸

中王枚 的一大特点,而 王板対王都范囹内的:直接支配則苴接影ロ向着王都 内的族氏拮枸 。

対于王畿夕卜的侯伯,商 王通冠辻他Ti7担任朝中要取而使之成力朝臣,在 卜辞中則称之力"多 君",

如 《史妃 ・殷本彡己》悦 商封 以西伯 昌,九 侯(一 作鬼侯),鄂 侯力三公,就 是明例64。他Ti7既力朝

臣,有 吋就需要居住在殷都,而 且迩庄垓是 以族居 即家族的方式居住在殷都的。板力是有空向限制

的,商 王対于他イ1]的邦国的支配是 囘接的,而 対于他Ti7本人及其住在殷都的家属 的凋遣与支配,則

是直接的,。

再如 卜辞中的Ll小 臣醜"(《 甲骨文合集》36419)与 山奈青州芥埠屯 出土 的徽銘"亜 醜",也 属

于畿夕卜侯伯或服属国族在王朝力官者 。山奈青州芳埠屯一号大墓是一座有四条墓道,墓 室面枳迭56

平方米,殉 犬6条,殉 人多込48人 的規模扱大 的墓葬(圏14,圏15)65。 亦埠屯遺址量然 尚未友現城址,

但是迭和帯有四条墓道的大墓的規格与殷墟王陵是一祥 的,而 且 由垓遺址出土祷有"亜 醜"族 徽銘

文的大銅絨 以及五六十件佶世銅器中都有"亜 醜"(圏16)66銘 氾来看,亜 醜最初可能是商王派到奈
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圏14山 京青州芳埠屯一号大墓平 ・剖面圈

圈15山奈青州芬埠屯一号大墓殉人及遺物分布圈
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圈16侍 世銅器中的"亜 醜"族 徽稲文

1。 豆醜 父 辛 鼎 祐 《三代a二 ・二 八

2.豆 醜 父 丙 爵 盖 銘 《三代a十 八 ・二 十

3.並 醜 杞 妃 自 盖 銘 《三代a十 二 ・六十

4.亜 醜 方 鼎 銘 《三代a二 ・九

5.並 醜 父辛 簒絡 《三代》六 ・十七

6,亜 醜 父丁 方葢 銘 《三代》十四 ・四

7.亜 醜 父 丙 方 鼎 銘 《拾遺・圏二

8.亜 醜 季 尊 籍 《三 代》十一 ・二十

9.亜 醜 者 女 方 胱 《三代y十 七 ・二 六

土,住 在亦埠屯的武官,随 着吋同的推移,他 后来炭展成了夕卜在的渚侯,但 同吋逐在王朝兼任小臣

之耿,称 力"小 臣醜"。 既然在王朝任取,当 然他和他的家 族就需要居住在殷都,从 而形成 了,i午杵

多多不 同的家族 以"大 条居小族居"的 方式混居在殷都的格局 。

前面提到的丙 国也是迭紳情况 。悦到丙 国=派遣人在王朝力官,从 一些侫世的丙国銅器銘文也可 以

得 到印証 。如 《鎮殷文存》下ユ8.2著景有一爵,"丙"下 有一"亜"框,可 以称之力"亜 丙",年 代

力殷墟文化第二,三 期.此"亜"即 《尚弔 ・酒浩》"越 在 内服:百 僚庶尹,惟 亜惟服"之 亜,它

原本是 内服 即王畿 内之耿官,"巫"形 徽氾之所 以与"丙"形 徽泥組合成夏合型徽妃,是 因力古代

有以官,q,徽 号的情况,迭 就是 《左佑》隠公八年余仲所悦 的"賜 姓","命 氏","因 以力族 。官有

世功,則 有官族,邑 亦如之"。 所以,"丙"下 有"亜"框 的迭和帯有"亜"符 号的族氏徽氾,就 属

于因官有世功而形成官族后將其 族 氏徽号祷在銅器上,以 星示 自己身世尊茱的又一例汪。此夕卜,丙

族在商王朝迩 曽担任"作 册"一 取,如 《丙木辛自銘文》即写作:"丙 木父辛册"67。 夢振玉 《三代

吉金文存》收乗有在鼎和 自上祷有"丙"形 徽銘的兩篇長篇銘文68,鼎 銘(圏17)妃 載作器者在某

地受到商王賞賜Jn而 力父丁作器,自 銘(圏 ユ8)妃 載作器者在廩地受到商王賞賜而力毓祖丁作器 。

迭些都悦明丙族首領接受商王取官封号,力 王 服劣,受 王賞賜。迭些在朝力官的丙国丙族之人,他
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圏17《 三 代 吉 金 文 存 》4・10・2(鼎鴇) 圏18《 三 代 吉 金 文存 》13・38・6(自 鴇)

佃居住在殷都,自 然枸成了殷都的"大 奈居小族居",而 从王枚的支配来看,対 于近在 山西炙石旌

介的丙国丙族本家而言,商 王対他伯実行的是向接統治,而 対于居住在殷都任耿的丙族 的某一家族

而言,商 王対其実行的則是直接支配,或 者可 以悦商王正是通冠対居住在殷都任取 的丙族的某些家

族的宜接統治,而 向接支配着近在 山西艮石旌介的丙国与丙族 。

前述(L子 ギ',[(册 ギ',"弓 ギ',"典 市"的 市族,有 可能就是 《恃祭 ・商頌 ・長友》"雫 厭既伐,

昆吾夏桀"之 市,位 于河南省滑具 。据 甲骨文"戊 寅 卜,在 亊師)fi,人 无幾 昇,其 措"(《 合集》

28064),可 知市族有 自己的軍臥,有 衣 田。作力需族族長的子市,其 領地庄垓是 由子市 自己支配和

管理的,从 夏合型的国家結枸和商的王扠来垪,商 王対市族領地在理念上庄具有支配枚,而 其実除

的支配 当然是通辻子市而迸行的向接性支配,至 于渚如"册 ギ',"弓 幸","典 亊"迭 些在朝力官的

市族的几个家族,商 王対他イ1]的支配当然是苴接的,而 且 由于王枚的作用,他 イ1]量力同一宗族,并

都在朝廷力官,然 而却埋葬或居住在殷墟 的不 同地方 。

最近笈現的殷墟花因庄54号 墓是一座在朝,`官 的昼赫 貴:族墓(圏19)。 墓 内出土青銅器,玉 ・器,陶 器,

石器,骨 器,蚌 器,竹 器,象 牙器,金 箔,貝 等各美器物共迭570余 件,其 中有銅絨7件 和大型巻美

刀以及大量青銅戈,矛 等兵器(圏20,圏21),并 在所出的青胴礼器上,大 多有銘文"亜 長"二 字(圏

22)。"巫"力 武取官名,迭 与墓 内随葬大量青銅兵器也是相符的;"長"力 甲骨文中"長"族 之長 。

力此,友 掘者圦力54号 墓的墓主当力"長"族 的首領,是 一位兵枚在握的星赫貴族69。在 甲骨文中,

長族邦君在一期吋即被称力"長 伯"(《合集》6987正),到 廩辛康丁吋期,出 現有"長 子"的 称呼(《合集》

27641)。 卜辞中長族将領"長 友角","長 友唐"也 是有名的(《 合集》6057正,6063反 等)。 長伯的

封地 即称力長,商 王 美心長地 的年成,卜 同``長 不其受年"(《 合集 》9791)。 商王迩経常与長族迸

行朕絡,常 常 卜向派遣官員"往 于長"(《合集》7982,《杯特 》956),也 有商王来 自行至長地的妃隶(《合

集》767反,36346,36776)。 美于長在何地,根 据長与方,羌(《 合集》495)均 有渉,以 及今山西

長子具西郊有春秋吋期的"長 子"古 地名等情况,已 故的林炊博士圦力"長"族 原居于/.`7山西長子
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圏19殷:墟54号 墓出土随葬品分布圏

1纛 ミ温 謬 臥llf:一 一41,44,45,620,55,85,114,1;飆讖 鎌 翻 澱 乙齢 旨'29,130,137,139一 一141,20134
,42,46-54,56-59,66こ

;鯲繦 鬮総 瀞灘 尠瀞燃1鞭籥鯊 欝

認 鱸離鞭 華糠 藩 靉爆欝i:醺
279、3〔}〔,、301、373.魯 ・首 刀292、294,策295. 黼 錐 状 器298 ・骨 籔29937δ.二1朔 鞴3B ._..:i,jC:i'1ﾎJJ戈

鞭 騨 鷺覊熱 磐¥糲 覊箋謙灘 縅講蠱;

60



商代殷都的族居特点与商的王

1,111式 械(M54:92)

圏20殷 墟54号 墓 部 分 銅 器

2.手 形 器(M54:392)3.1式 械(M54:86)

(M54:286)(1、2.釣2/5,余 釣1/5)

4.巻 芸 刀(M54:87)5.弓 形 器
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62

1.A型1式 戈(M54:223)

(M54:37)

圏21殷 墟54号 墓 銅 兵 器

2.A型ll式 戈(M54:197)

4.A型 矛(M54:113)5.Q式 戴(M54:89)

(M54:47)7.C型 戈(M54:249)

3,B型 矛

6.B型 戈

圏22殷 墟54号 墓出土銅方單及其"亜 長"鴒 文.
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具,河 南鹿 邑具太清官的長子 口墓墓主人是商亡国之后南迂的"長 子"族 首領70・那幺,花 因庄54

号墓墓主当力商王祖庚祖 甲吋期長族派遣到殷都并居于殷都,在 朝力武官 的大貴族 。

迩有,在 今安阻梅國庄村一帯,奈 北距小屯官殿区釣2公 里,是 一処集居地与墓地于一体的居址,

出土有被 称力"光"等 家族的徽銘,而 在 卜辞 中,我 佃可以看到"光"也 被称力"侯 光",属 于侯

伯之美的渚侯,如CL丙 寅 卜,王 貞:侯 光若__往 聚嘉__侯 光..._"(《 合集》20057)。"侯 光"

他作力渚侯的領地当不在殷墟梅國庄,因 力梅 因庄一帯 出土的徽銘不止"光"一 个族,迩 有"単",
"册市"

,"天 黽"等 族,梅 因庄出土的(L光"徽 銘,只 是光侯中的一个家族而已,也 就是光侯 国族

中在朝廷力官者 。在 卜辞中,商 王要求"光"致 送"羌 芻":"甲 辰 卜,亘 貞:今 三月光呼来?王 占

日:其 呼来 。迄 至惟乙,旬 又二 日乙卯,允 有来 自光,以 羌芻五十。"(《合集》94正)也 有 卜向"光"

能否;荻羌:"貞:光 荻羌?"(《 合集》182)"光 不其荻羌?"(《 合集》184,185)"_...光 来羌"(《 合

集》245正)。 迭悦明商王既宜接統治着光侯国族中在朝廷力官的家族,也 通辻住在殷墟的光的家族

囘接支配着光侯迭祥的国族,要 求他イ冂致送"羌 芻"。

恙之,'商 王対王畿以外侯伯国族 即庶邦的向接支配与他対王都内同姓和昇姓余家族或宗族的苴接

支配的迭兩秤方式,恰 与 《尚需 ・酒浩》所悦的"越 在夕卜服=侯,甸,男,ヱ,邦 伯;越 在 内服:
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商代における殷都の族居特点と商の王権

王震中

中国社会科学院歴史研究所

(翻訳:宇 野隆夫)

商王朝の歴史の中で,一 般に盤庚遷殷(盤 庚の殷遷都)か ら商紂王の滅亡に至る273年 の間を

商代晩期 と呼んでいる1。 晩商の王都は河南省安陽の殷地 にあったため,「殷都」と称 されている。

従来の研究の所説に よる殷都 は,一 般に河南省安陽市小屯村殷墟宮殿 区を中心的王都 として きた

が(図1),近 年 になって沍北商城が発見 され(図2,図3)2,学 者達は,所 謂 「…盤庚遷殷」で遷っ

た都城 は河南省安陽市の沍北商城であ り3,沍 河の南岸 に位置す る小屯村 の宮殿 区は則 ち武丁以

来の殷都の中心区であることを知った(図1)。 疸北商城は近年来の重大な考古学発見であるが,

その発掘 はまだ始 まったばか りであるのに対 して,小 屯宮殿 区は重点的考古学発掘の八十年の歴

史がある。八十年の間に,安 陽殷墟考古発掘 で獲得された成果 には,宮 殿宗廟 と王陵およびその

中にある大量の住居建築遺址 を含み,墓 葬 手工業工房遺跡や墓か ら出土 した青銅器の上 に鋳 出

した各類の徽銘文,こ れと関連相関す る甲骨 卜辞 などは,我 々が晩商王都 の族居の特点(特 色),

その族氏 の構造お よびそれ と商王権の関係 を分析するための,多 方面の具体的かつ豊富な材料 を

提供 しているため,こ こで論述する 「商代 における殷都の族居特点 と商の王権」では,主 に安陽

小屯宮殿区における商王武丁か ら商紂 までの時期の情況 について論 じることとす る。

1安 陽殷都の 「大雑居と小族居」の特徴

殷墟の晩商王都 と称 される地区にあっては,八 十年の考古発掘が経過 して,我 々は殷墟の範囲

が総面積36平 方 キロメー トルに達 し4,宮 殿区 と王陵 区外 を除 くと,そ の多 くが四方八方 に散

布す る族衆の居住地や手工業工房遺跡な どの遺跡であることが分かった。これらの族衆の居住地

と手工業工房遺跡 は 「大雑居 と小族居」(大 きな角度からみると雑居 ,小 さな角度からみると族居)

の特色 を呈 している。所謂 「大雑居」は殷墟の範囲で多 くの異姓の族人が入 り交 じって住 むこと

を許 して,一 種の雑居的状態 を呈する ものを言い;所 謂 「小族居」 は比較的小 さな範囲内に 「家

族」 あるいは 「宗族」の構 成で族居 ・族葬す るものである。

殷墟の宮殿宗廟 区は沍水南岸の小屯村一帯に位置 し(図1),20世 紀 の30年 代の発掘で甲組

乙組 丙組53基 の宮殿宗廟 基壇 の建築基址 が出土 し5,1981年 には乙二十基址 の南80メ ー ト

ル余 りの場所で一 ヶ所の大型版築建築基壇址が新たに発見されたが6 ,但 し殷墟の宮殿宗廟区の

分布 はまだ偃師商城の宮殿 区ほどには明 らかになっていない(図5,図6,図7)。 殷墟の宮殿

区内の遺跡 に在る ものは,宮 殿宗廟の類 だけではな く,20世 紀70年 代末か ら80年 代 中頃 まで ,

考古学者が小屯西北の地にあって,丙 組基壇址か ら西約130メ ー トルの距離の地点で,大 量の小

型住居,窖 穴(貯 蔵穴),墓 葬を含 む50余 所の基址 を発掘 し,著 名な婦好墓では 「子漁」の銘文 ,
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18号 墓 では 「蕊侯」(征 侯)な ど五種 の銘文,17号 墓で は 「韋」の銘文が,発 見 された。 この

一帯には1基 の地下式住居 と1基 の半地下式住居 内か ら
,玉,石 彫刻品,石 材 と磨石 などの遺物

の出土があ り,こ こに一つの制玉手工業工房があった ことを示 し7;最 近甲五基の西北の近 くで

も一基 の玉材坑 の発見があって8,宮 殿 区の中心部分 に も制玉手工業工房が存在 したこ とを示 し

ている。 このほか,20世 紀30年 代,宮 殿宗廟 区乙組基址 の乙五址の下の灰坑の中か ら銅器を鋳

造す る陶笵(陶 製鋳型)2506点 が出土 し,甲 組の甲一,甲 二基址の下か らも陶笵 の出土があ り,

甲七では,甲 十基址 の下に大量の銅錬滓(青 銅ス ラグ)が あ り9,こ れ らは乙五宗廟宮殿建築の

前 にある宮殿宗廟 区の乙五基址の所在地に,一 つ の鋳銅手工業工房が あったことを表 している。

さらに,2000年12月 考古研究所安陽工作隊は小屯村南の花 園庄村東のボーリング調査で,商 代

の版築基址 と多数の灰坑お よび10余 基の商代墓葬を発掘 し,そ の中で54号 の番号 をつけた有力

な貴族墓葬を発掘 したが,そ の墓の中か らは青銅器 など各類の随葬品570余 件 と,多 くの 「亞長」

族徽銘文 を鋳 出 した青銅礼器が出土 した10。 これ らは所謂宮殿宗廟 区には王室成員墓(婦 好墓 な

ど),貴 族墓(M54,M18,M17等),一 般 の 「王衆」 の小墓,お よび王室が直接 に統制す る玉

器制作や,銅 器の手工業工房,糧 食 などの物資 を貯蔵する窖穴 と普通の住居址 などがあったこと

を表 している。 この ように,宮 殿宗廟区には宮殿宗廟が集 中し,ま た王室が所在するこの地区で

は王族 の生活 と生産状況が表れていて,そ れは王族族居 の一つの場所 を形成 していた。

王陵 区は沍水の北岸武官村北 に位 置 し(図8),13基 が王陵に属す る墓道を もつ大墓であ り,

付近 には1500基 の密集 しかつ整った配列の祭祀坑 と若干の大墓傍 らの陪葬墓がある。王陵 区内

の膨大 な数量 の祭祀坑は長期間にわた り頻繁 に使用 して形成 された ものであ り11,王 陵区が商王

の陵地である とともに,当 時の商王室の祖先祭祀 とい う公共祭祀場所 であったことを示 し,こ の

種の比較的単純な宗教的意味が,そ の精神性を顕示 している。

宮殿区 と王陵区の外 で も,殷 都 の 「大雑居小族居」,す なわち多 くの族衆の居址 と,墓 地 と手

工業工房の分布が,分 散性 と族居性が結合する特色 を表 している。

まず殷墟の手工業工房の例では,こ の類の遺跡 は数量 的には発見が最 も多いが,但 し我々はあ

る場所 を手工業工房区 として把握す ることは難 しく,そ の原因は即ち;一 つにはそれ らの分布が

非常 に分散 して,殷 墟 の東西南北 の四方のすべてにあることにある(図9)。 例えば,苗 圃北地

の鋳銅工房遺跡は小屯村の南約1キ ロメー トルに位置 し;薛 家庄鋳銅 ・制骨(骨 器制作)工 房遺

跡 は苗圃北 地の東北 に位置 し;孝 民屯鋳銅工房遺址 は小屯村西北約2.5キ ロメー トル に位置 し;

北辛庄南地の制骨工房は殷墟西北に位置 し;大 司空村東南の制骨工房は,沍 河の東岸に位置 して

いる,な どである。二つ にはこれ らはそれぞれが,比 較的小 さな族居形態 と関係 しつつ併存 した

ことである。例 えば,苗 圃北地の鋳銅 工房一帯では 「亞鬲」「寧趾」「弼」などの族徽銘文が四五

種 の多 きに達 して,こ この族居が多 くの家族で構成 されていたことを示 している12。 また,大 司

空村東南地では,1380平 方メー トルの手工業工房 の範囲が発見 されたが,こ の一帯すなわち豫

北紗歴お よびその付近 にはまた約900基 が分布す る殷代墓葬の発掘があ り13,こ れらは衆族 を葬

る一つ の 「族墓地」であるが,最 近 中国社会科学院考古研 究所安陽工作隊は豫北紗歴 内で,一

組の貴族 の宮殿宗廟版築建築址群を発掘 した14。 この墓地の墓葬の中か ら出土 した ものに 「洋」,

「古」,「何」「見」 など十種以上の異 なる族徽銘文がある15。大司空村東南地の制骨工房 と貴族宗

廟建築群,墓 道をもつ大墓,数 百基の墓葬 「族墓地」お よび十種以上の異なる種類の族徽 銘文 を
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総合的に考慮 して,考 え られることは;大 司空村,豫 北紗歴一帯の族居族葬には 「洋」「古 」「見」

など十以上の貴族族氏の族居族葬があ り,大 司空村の制骨工房 はここに居住す るある一つの貴族

族氏の手工業生産地であったことである。

上述の各類の手工業工房遺跡は,数 が多 く存続時間は比較的長 く,例 えば苗圃北地の手工業工

房遺跡 の年代 は殷墟一期末に始 まり,そ の後規模が不断に拡大 して,殷 代末年の殷墟四期 まで継

続 した。薛家庄手工業工房遺跡 も,殷 墟文化第二期か ら三,四 期 まで継続す る。孝民屯村発見の

百基近い半地下式住居か らなる平民の村落 は,使 用年代が殷墟二期 であ り;2003-2004年 発見の

鋳銅遺跡は主要には殷墟文化三,四 期であ り;整理 された1177基 の墓葬 も,絶 対多数が殷墟三,四

期 に属 し,い くつかが殷墟一,二 期である16。存続の時間が長 く,ま た族居 の形式の居住 からみて,

それ らは明 らかに世工世族(世 襲の工房,氏 族)で ある。 この種 の家族あるいは宗族 を単位 とす

る手工業生産形態 は17,商 代手工業専業生 産の一般形態であ り,「左傳』定公 四年に記す殷 遺民

のなかの条氏,索 氏,長 勺氏,尾 勺氏,陶 氏,施 氏,繁 氏 ,猗 氏,樊 氏,終 葵氏 などが,こ の種

の情況 に該 当す るであろう。 この種の世工世族 また大雑居小族居 の分布か らみて,各 族 の手工業

工房が宮殿 区王陵 区のような一つの地区に集中することは不可能であった。家族あるいは宗族が

ある一種 の手工業 をおこなった り,あ るいは主要な手工業 を同時におこなった り,そ の他 の類 の

手工業 を兼営 した りした。 この種の大雑居小族居 は殷都手工業工房の分布の分散性を決定 した。

族居の世工世族の手工業工房遺跡のほか にも,殷 墟ではまたその他 の族居族葬遺跡が多 く発見

されている。例 えば小屯村西約2キ ロメー トルの白家攻遺跡では,す でに20世 紀60年 代 か ら

90年 代 にかけて,集 中 した墓葬の発見が あ り,ま た多 くの版築住居 数十基の窖穴 ,灰 坑 と水

井が発見 され,一 つの建築基址の下 には長 さ約16メ ー トルの陶配水管道があ った18。 白家攻遺

跡に近接 した殷墟西 区第七区,第 一区の墓葬 について,そ れらと白家坡遺跡 とが一つの族邑に属

して,そ の墓葬か ら出土 した 「共」,「告寧⊥ 「子韋」,「克」 などの族氏徽号 と墓道 をもつ大墓,

車馬葬などは殷墟 の中にい くつかの重要 な望族がいて19,そ の族 には 「共」,「告寧」,「子韋⊥ 「克」

などの多 くの族氏貴族が包 まれていた可能性 を考 える学者がいる。

小屯 の南 に位置す る苗圃南 地で は,か つて商代の灰土層,灰 坑 と50余 基の墓葬の分布がある

ことが発見 されていた。その中のM47,M58,M67墓 葬 の中か ら出土 した 「A」 の族徽:銘文が

ある20。この群の墓葬か らはこの一種 の徽銘 だけが出土 していることは,苗 圃南地の墓地 は 「A」

族の墓地であったことを示 し,か つM47出 土の 「.　へ己」 を鋳 出 した大鼎か らみて,こ の鼎 を用

いた墓 主は高貴 な身分 を もち,そ れはまた 「《 」族が当時か な り高い地位 にあったことを反映

している21。

殷墟西南の郭庄村北では,1986-1987年 に殷代の墓葬167基 を発掘 し,9基 の墓か ら青銅礼器

が出土 した。この墓地か ら出土 した族徽銘文は七種であ り,「羊」,「単」,「光」などがある22。 「羊」

族徽銘文 は,か つ て梯家 口村西の殷代墓 地か ら発見があ り23。「羊」,「単」,「光」 な ど多種 の族

徽銘文が笵家庄村南か らも発見 されていることは,以 前の著作 に も記載がある24。 「羊」「単」「光」

など多種の族徽銘文が郭庄村北か ら発見 されたことは,こ の一帯が少なくともい くつかの異なる

族氏の葬地であったことを示 している。

苗 圃の東 の郭家庄 では,1982-1992年 に191基 の商代墓葬 を発掘 し,「亞址」,「亞胡址」,「亞

胡止」,「中」,「歎 」,「兄冊」,「作冊兄」,「郷寧」 などの族徽銘文の出土があ り25,郭 家庄 もま
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た多 くの族氏の族葬の地であった とみることがで きる。

小屯村の南約2キ ロメー トルの所 に位置す る北徐家橋村 北,劉 家庄村北 と村 の南 もまた貴族

族居地 であ り,例 えば1992年,1996年,北 徐 家橋村 北で殷代墓 葬70余 基 を発 掘 し,殷 代版

築住 居3基 を発見 したが,そ の中のF1とF2版 築建築面積 は30平 方 メー トル以上 であ り26;

2001-2002年,北 徐家橋村北 で も一個所の規模が広大で,分 布が密集 し,建 築形式が独特の四合

院式の基址群を発見 し発掘 した27。 この一建築群の周辺で も商代建築基址 の発見があ り,こ れ ら

が緊密な関係 にあったことを示 している。徐家橋村北の ような大型の版築建築基址の規格 と建築

群の規模 は,こ の一帯 に居住 した氏族の地位 と実力がかな り高 く,そ の族衆の人 口もまた少 なく

なかったことを表 している。

劉家庄村南 で も殷代墓葬62基 の発見があ り28。殷代版築基址一個所 がある。劉 家庄村南の こ

の付近 の墓地出土 の銅器 の中には 「息」29「史」「夕」 の三つの族徽銘文があ り,劉 家庄村 のこ

の付近がこの三つの族 の家族墓地であった可能性 を示 している。

劉家庄村北遺跡 では灰坑,窖 穴,住 居,水 井,道 路 墓葬の発見があ り,そ の中で発掘 した殷

代墓葬 は195基 に達 している30。 出土の銅礼器16点 の中では,4点 に 「挙父癸」の三字 を鋳 出

す ものがあ り,「挙」31は族徽銘文であ り,「挙 」字は過去の著録の中で も記載が非常に多 く,「挙 」

が当時の一つの大族であ り,殷 墟の晩期 に,劉 家庄村北の地一・帯に 「挙」族 の墓地があったこと

を示 し,ま た灰坑,窖 穴,住 居,水 井,道 路の発見 も,こ の一帯が 「挙」族 の居族葬地の一つで

あったことを表 している。

劉家庄,徐 家橋東南方 向の梯家口村西では,1985年 以来殷代墓葬30基 近 くが発掘 され32,こ

の墓地の中のM3か ら出土 した銅鼎内に 「羊箙」の族徽銘文があ り,こ の一帯の殷代文化遺跡で

は灰層,窖 穴等の分布があることは,梯 家 口村西が 「羊箙」の家族族居族葬の地であったことを

表 している。

殷墟小屯村の西南約4キ ロメー トルの東八里庄村 では,1991年 以来商代道路,灰 坑 と5基 の

殷墓の発見があ り,墓 の中か ら出土 した一点の銅爵上 に 「《 己」 を鋳出 している。「《 」は族徽

銘文であ り,過 去の著録 中に非常に多 く,近 年殷墟苗圃南地,戚 家庄村東地などの墓地の中から,

「ム 」族徽銘 文 の発見があ り,こ れは一つ には 「r`i」族がいた殷墟 の居地が一個所に とどまらな

いことを示 し,も う一つ には東八里庄村東の この墓地 も,「〈 」の一つの家族的墓地であった こ

とを示 してい る。2001年 春 八里庄村北で も一個所 の晩商遺跡 を発掘 し,商 代大型灰坑,20余

基の商代墓葬(そ の中に4基 の保存が良い商代貴族墓葬がある)を 発見 し,さ らに1基 の住居面

積が100平 方 メー トル以上の比較的大型の版築建築 基址一基があ り33,当 地の貴族の居所であっ

た と推定で きる。これ らは東八里庄村東 の墓地 と関係 して一・体の ものであ り,こ の一帯の居址 と

墓地 は,「.八」族 の一つの家族の族居族葬の地であ り,そ の族人の中には貴族 と平民がいた可能

性が非常 に高い。

八里庄の北 に,殷 墟西南の戚家庄村東遺跡が位置 し,1982-1984年 に殷代墓葬197基 が発見 され,

墓地の中か ら出土 した銅器 に銘文 をもつ ものが43件 あ り,9種 の異 なる銘文に分かれて,「 爰」,

「寧箙⊥ 「鉞箙」な どを含 んでいる。その中で,M269墓 葬出土の 「爰」徽銘 をもつ銅器は25点

あ り,M63出 土の 「寧箙」徽銘 をもつ銅器は7点,M235出 土の 「鉞箙」徽銘 をもつ銅器は3点

ある。 この一帯は分布が比較的密集す る墓葬のほか,殷 代の灰土層,灰 坑窖穴 などの遺跡 もあ り,
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この一帯が殷商晩期 に,人 口が比較的緻密であ り,発 見 された 「寧箙」,「鉞箙」,「爰」な どの徽

銘文か ら,戚 家庄村東が 「寧箙」,「鉞箙」,「爰」 などの族氏の族居族葬の地であった と判断でき

る34。

殷墟西北辺縁の笵家庄の南では,1997年 に殷墓11基 が発見 され,そ の分布は比較的集中 して

いる。 さらに商代の灰土層,灰 坑,窖 穴な どの遺跡が発見 されている。墓か ら出土 した銅器の上

には 「光」字の族徽銘文がある35。「光」の族徽銘文 は,過 去の著録の殷墟銅器の中に記載があ

り36,1987年 殷墟郭家村北の殷代墓地中で も 「光」族徽銘文がある銅器が発見 され37,笵 家庄村

南の 「光」族墓地は,殷 墟文化第二期,郭 家村北 「光」族墓地は殷墟文化第四期 に属する。 この

両所の家族墓地の族は関係がある と考 えられ,特 に笵家庄村の南 の遺跡は,一 ・つの家族の族居族

葬の地であったと言 える。

上で述べ た殷墟の分布的特色 を総括する と,第 一 に,殷 墟 には一つの中心があ り,そ れはまさ

に宮殿宗廟 区と王陵区であって,殷 墟の配置 の中心的地位 にある。近年,宮 殿区内で苑池 と導水

施設の発見があ り38,こ こが宗廟宮殿の外 に除かれること,ま た苑池水樹があ り,こ れ らが王室

生活の多方面の需要を満足 させていたことを示 している。 この苑池水樹の配置 は,偃 師商城では

宮室の北辺の非常 に整 った場所 にあることとは異な り,明 らかに近 くの沍河 とそのカーブす る流

路 の地形環境 を活用 していて,そ れは殷人が地勢に適 した規格 を意識 していたことを,反 映 して

いる。

第二に,宮 殿区とその付近に王室 と貴族の墓葬 を配置 し,こ れは殷墟の配置の もう一つの特色

である。例えば,小 屯村西北 には婦好墓 と 「子漁」「蕊侯」(征 侯)な ど五種の銘文がある18号 墓,

「韋」字の銘文の17号 貴族墓な どが分布 し:小 屯村西,今 の考古研究所安陽工作隊基地内で も二

条の墓道 をもつ大墓が発見 され;小 屯村南 の花園庄村東で も 「亞長」の族徽 銘文 のある54号 貴

族墓があ り;小 屯東南辺の後岡の墓葬群の中には,そ の最高身分者である王室貴族がいた。

第三 に,宮 殿区に宮室 と墓葬の両種 を配置 しそれが,殷 墟のその他の地方貴族 と族衆に影響 を

及ぼ し,そ のため,殷 墟ではお よそ墓葬が集中す る地区では,そ れぞれに居址 の発見があ り,さ

らに居址 があると,墓 葬 と手工業工房が一つの遺跡の中に集 ま り,殷 墟の各族 の族居 と族葬が不

可分 であるという特色が形成 され,ま た単独の 「族墓地」 を除いて,殷 墟の族居族葬毎に墓地 と

居地か らなる族居族葬を形成 した と,我 々は考 えるに至 った。王陵の ように,在 国の人の中でそ

の特殊 な政治,宗 教の関係か ら王陵区外での埋葬を避けた ものを除いて,上 は王室貴族 下は貴

族 と普通の族衆に至 るまで,一 般 に,す べて墓葬は居所 に埋葬する ものであった。

居住 はある種 の程度の衆族居であ り,そ のため墓葬 もまた代 々の衆族葬であった。この種の衆

族居について,『 殷墟 「大邑商」』 中の 『族邑』 とす る学者がいて,一 枚の 『殷墟 「大 邑商」族邑

分布示意図』が示 されている(図10)39。 筆者 はその主導思想 はよしとす るが,但 しこのような

衆族居 の族 と族の居地の間には明確 な溝 ・濠 あるいはその他の区画の標示はな く,そ のため,こ

れ ら一つ一つ を 「族 邑」 と称す るには,さ らに一歩の斟酌 を進 めるべ きである。実際上,殷 墟の

族居形態 は王権支配下の大雑居 中の小族居であ り,す なわち殷墟が大単元であって,個 々の族は

混雑的であ り,個 々の族の小単元 は,族 衆居 的である。甲骨文 によると,殷 人は自己の殷都 を 「大

邑商」あるいは 「王邑」あるいは 「茲邑」等 と称 していたが,た だ し 「王邑」す なわち 「大邑商」

の中の小族居 に対 して も,「 邑」 と呼べ るか どうかは,甲 骨文で もまだ説明することはで きない。
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そのため。「大 邑商」の中の個 々の族居 点 に対 して,筆 者 はそれを 「族邑」 とは称 さず 「族居」

と仮称 し,そ の方がこの種の大雑居の中の小族居の性質 と特色を説明するのに有利である。

第四,武 丁が都 を沍南に移 した時に小屯一帯 の沍水 に近接 した場所に建設 し40,こ の自然地理

的地形条件の影響 を受けて,ま た殷 人衆族居の特色が加わ り,小 屯宮殿区また晩商王都 中心区の

配置 と鄭州商城お よび沍北商城 と異なることになった。小屯一帯では,我 々は宮殿 区内の中軸線

が どこにあるかまだ分か らない,あ るいはここにおける中軸線は明確ではな く;ま た縦横 の大路

の区画や城市の規格設計 についてまだ分かっていない。おそら く,殷 墟各族内部 と個 々の族居地

点の間では疑いな く人々が往来 し馬車が走った大小 の道路が存在 したが,た だ しそれ らはおそら

くその必要 により,ま た地制によって,当 時の地形地貌 を考慮 して修築あるいは形成 したのであ

ろう。

第五,殷 都 には王陵だけか らなる地区があるが,た だ し婦好な どの王室成員 はかえって王陵区

に埋葬せず,宮 殿区で埋葬 し,殷 墟の王陵区への殷王 の埋葬 にはこのような問題があ り,そ こに

その特殊な意義があった。学者が指摘す るように,西 北 岡を埋葬 と祭祀だけをお こなう王陵区と

したのは,王 陵区が当時都城内の唯一で最 も重要な臣民が集ま り参与する国家祀典 の公共場所で

あったからである。 この種の公共場所の設立は,疑 い なく王権意識 を涵養強化 し,国 力 国威を発

揚する ものであ り,そ れは諸侯 と臣民 の求心力 を強め る重要手段 であった41。 なおさらに説明 を

補 うな らば 商代の王 と王室のその他成員 とには,生 きている時は勿論死後 にも,国 家 の中での

役割 と地位 に本質的な差異があった。 甲骨文 中には勿論 文献の中で も,商 王都 には 「余一人」

の呼称があ り,卜 辞の 「癸丑 卜,王 日貞,翌 甲寅乞 「奮鰯 自上甲衣至于后,余 一人亡禍?茲 一品祀。

在九月。… 」(『英藏』1923)は,そ の禍が余一人すなわち王の身上の もの と認識 されたこと

を示 し,こ れはまさに殷王統治の世界が王一人 によって体現 されたことを説明 している42。王が

生 きている時は,世 俗王権 の管掌者 であ り,ま た神 と人の間の仲介 をして;王 が死ぬ と神霊 とな

り,彼 は商の王室の祖先神 となり,ま た商族の祖先神 の一人 とな り,さ らには王国の帝の外の最

高神の一人であ り43,か つ ト辞中には帝に対 して祭祀 を行ったことは見えず,祭 祀 の授受の角度

か ら言 うと,殷 人が祭る最高神はまさに死後の商王であった。殷王が統治す る世界は王一人が体

現す る ものであ り,ま た先王 に対する祭祀が絶対であるという商王室の事情があって,そ れは王

国の一大事であ り,こ うして,王 陵は当然 に臣民が集 ま り国家祀典に参与す る公共場所 となった

のであ り,王 陵での祭祀 の挙行時に大量の人犠(殉 葬者)を 使用 したことか ら,こ れを所謂専制

君主的の暴虐行為 とみなす ことは不可能であって,一 種の宗教 的必要に基づ いて行なったのであ

り,当 時の人か らみる と,大 規模 な地の祭祀 を通 じて,先 王の神力 を強め,祖 神が必要 とする も

の を満 た して,そ れが王国のすべてに一種の福音 を もた らし,そ のため,死 去 した王を我々が今

日王陵地区 と称す る一個所 に集 中的に埋葬 して,か つ恒常的に国家の級別の,す なわち多 くの族

氏か ら四方侯伯まで参加する祭典 を挙行 したのであ り,そ れは当時の政教合一の神権 政治が然 ら

しめた ものであった。王室のその他の成員は王の ような特殊 な役割 をもたず,そ のため当時の族

居族葬 の習俗 に従 い,宮 殿 区内あるいはその付近 に埋葬 したのであろ う。
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2安 陽殷都の族氏構造

安陽殷都の居住 の特色 はすでに述べ たように 「大雑居小族居」であるが,「 小族居」の中では,

その族氏の構造 はどの ようであったであろうか?「 左傳』定公 四年では,周 初 の分封時に,魯 侯

伯禽 に 「殷民六族」 を分給 し,な らびに 「その宗氏のリ巾に,そ の分族である丑類 を集めさせた」

と述べている。多 くの学者はこの 「宗氏」 と 「分族」 を宗族 と家族の二つの階層の組織 と理解 し

て,殷 人の族氏構造 をい くつかの血縁家族が宗族 という構造 を形成 したと認識 している。

1979年,殷 墟西区の発掘で939基 の墓葬資料が得 られ(図11・12・13),発 掘報告 の編著者は

墓地の分 区と分群 について,殷 墟西 区の八墓 区が 「宗氏の一級組織 に属 し,墓 区の中の各墓群は

分族 に属す る可能性がある」 と提案 し,す なわち殷墟西 区の墓地 の中の 「墓区」「墓群」 の関係

が 『左傳』定公四年 にいうところの殷遺民中の 「宗族」 と 「分族」の関係であると説いた44。 そ

の後 葛英会先生撰文で,殷 墟西区内を包括 し,大 司空村南地,後 岡南地の墓葬を含めて,具 体

的な分 区と分組 の区分 をさらに一歩進 めて,「 各 区,各 組 群は異 なる族集団を代表 して,区 と組

の区分は族集団の異 なる等級 を反映 してい る」 と考 えた45。 朱鳳瀚先生 は殷墟西区の墓 区と墓群

の区分 をこの種の二つの階層の親族組織の区分 とす ることは簡単に過 ぎる として,墓 区の三つの

クラスの親族組織すなわち 「大群」,「群」(宗 族),「 組」(主 に直系家族)と い う区分 を提出 した

46
。その他,唐 際根47,韓 建業48諸 氏 もまた,墓 地内の墓葬の問の疎密程度 と随葬器物の組 み合

わせ の情況 あるいは殷墟西区各 区墓地や入区の中の一つの墓地 について,具 体的な分群や分組

の区分 を行 なった。現在的な問題 は,第 一に,各 位 の区分者は区分 を進める時にすべて墓葬分布

相互間の距離の遠近や疎密 と葬俗(葬 送習俗)の 特性 について考慮 しているが,た だ し諸氏の区

分 した組群やい くつかの墓組成はみ な,互 いに差異があ り,一 致 させ ることが難 しい ことである。

第二は,区 分 した所の墓 区,墓 群,墓 組 と族組織の級別階層 をどの ように対応 させるかについて

も,ま た諸説は同 じではない。

上述の各位論者において墓群 と墓葬の境が どの ような親族組織 と対応するかについては,異 な

る理解 と異なる階層 区分の理解があるが,た だ し大多数の論者はい くつかの同宗の家族がある一

つの宗族 を構成する問題 として説明 しようとしている。 しか し,我 々が墓区の分群,分 組 と出土

した族徽銘文 を対照 してみ ると,同 一墓 区あるいは一つの 「大群」がす なわち同一の宗氏(宗 族)

と関わるとい う結論 を得 るこ とは非常 に難 しく,同 一宗族の人 をかえって異 なる居址異 なる墓

地の中に葬 ることがあった。例 えば,殷 墟西区第三墓 区(図11)出 土 の族徽銘文は15種 の多 き

に達 し(図12),そ の中の東南角の一組11基 墓(M674,675,676,687,688,689,690,694,

695,697)の 中のM697か ら一点の 「丙」とい う族徽:銘文のある銅器が出土 した(図12・13)。 「丙」

とい う一族徽銘文 を考察す ると,我 々はこの一族氏徽記銘文が最 も多 く出土 したもの として山西

霊石旗介 の商墓 をあげることがで きる。山西霊石旗介商墓の出土物 の中では,族 氏徽銘文 を鋳出

した42点 の銅器の中で,「 丙」形の徽銘文 を もつ ものが34点 あ り49,し たが って 「丙」 とい う

一国の族 の本家す なわち宗族 は山西霊石旗介 にあ り
,か つ殷墟 に居住 して,死 後殷墟西区墓地 に

丙国の在商王朝官吏お よびその家族 として葬 られたのである。 これ を換言する と,我 々はM697

出土 の 「丙」の徽銘 とこの墓区か ら出土 したその他 の14点 の族徽 銘文が同一の宗族 に属す ると

す ることは難 しく,す なわち,我 々は第三墓 区東南角のM674-M697と い う十一基 の墓 を 「丙」
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を族徽銘文 とする一つの家族墓地ではな くこの一家族 と同一墓区(第 三墓区)な い し近 くの第二

墓 区のその他の家族 は同一の宗族に属 さない とみ るべ きである。

丙の本家す なわち宗族が殷墟 にいなかった ことは,甲 骨文か らも証明することがで きる。甲骨

刻辞の中に 「丙邑」(『合集』4475)が あ り,す なわちそれは丙国の都 邑である。 卜辞の中に,我 々

は 「王令丙」(『合集』2478)を みることがで きないが,た だ し 「婦丙来」(『合集』18911反)の

記録がある。婦丙の呼称 は丙族 と商王朝 に婚姻 関係が あることを表 し,「婦丙来」 について もう

一歩説明する と
,殷 都の角度か らい うと,婦 丙の丙族 は外来者であった。丙 国の丙族が王朝で官

吏 となる情勢 について,我 々は以下の一節で もう一歩論述を進め よう。

第三墓区の西北方 向のM699で は 「中」の族徽:銘文が あ り,第 六墓 区のM1080で も 「大中」

の族徽銘文が あって,「 大中」 は 「大」 と 「中」を組 み合 わせ た複合型の徽銘であ り,こ の種 の

複合型徽銘 は,家 族 と宗族の間の関係 を反映 して,そ れには分支の類の関係があ り50,短 期的な

連合関係であった可能性 もあるが51,こ の第三墓区の一基 と,第 六墓区の もう一基 は,第 三墓区

と第六墓区の間にさらに第四墓区があ り,「中」と 「大中」は同一の宗族 の二つの家族であったが,

それ らは二つの墓区に分 けられていた。

また,第 四墓 区M1116で は 「朿」の族徽銘文の出土があ り,第 八墓区M271で も 「朿乙」族

徽銘文の出土があったが,こ れらもまた同一宗族 の両家族が異なる墓 区の中に分け隔てられてい

た ものである。同様 に 「告寧」族徽銘文が,第 四墓区のM1118か ら2例 の出土があ り,第 七墓

区のM907で も一例の出土がある。第七墓 区南 区西部のM907墓 葬では 「告寧」のほかに,「共」,

「日辛共」 と 「亞共」の出土があ り;第 七墓 区北区のM93墓 葬で も 「共」 と 「亞共」の出土があ

るが,第 七墓 区の南北両区は100余 メー トル離れてい る。

「告」 と 「寧」の相 関的族徽 銘文 は,殷 墟西 区のほかでは,殷 墟南 区の劉家庄北のM2墓 葬で

「寧」字族徽銘文の1点 の觚 の出土があ り,「寧父乙」の族徽銘文の爵1点 もあ り,劉 家庄北M1

墓 にも 「寧」字族徽銘文の1点 があって52;殷 墟西南方向の戚家庄東のM63墓 葬で 「寧箙」の

銅籃が1点,銅 單が1点,銅 觚が2点,銅 爵が2点,銅 自が1点 出土 し,7点 の多 きに達 してい

る53。 この中の,「 箙」の本来の意味は官名であ り,甲 骨文 中に 「多箙」 と 「左多箙」があるこ

とか ら,研 究者 はこれ を商代の武官の一種 として きた54。 「寧箙」族徽銘文の出現 は,「 寧」族 中

のある一家族 が長期 にわたって 「箙」の官職 を担 い,そ のため 「官を氏 として」,「寧箙」 と署名

し,「 寧箙」 はす なわちこの一家族 の徽銘 となったのであ り,そ れ と 「寧」 と単書する者が同一

の宗族 に属す ることには問題が ない。殷墟南区の劉家庄 と殷墟西南区の戚家庄 は25キ ロメー ト

ル離れ,殷 墟西区の第四墓区は3キ ロメー トル離れていて,こ れらも同一宗族の異 なる家族が殷

墟 の異なる場所で族居族葬 を行 なった一事例になる ものである。

殷墟劉家庄南のM63で は2点 の 「息」銘銅器の出土があったが,息 族銅器が集中 して発見 さ

れた地方は河南羅 山県蝶張郷天湖村 の晩商墓地である。前後三次の発掘 による20基 の晩商墓地

の中で,銘 文のある銅器40点 の出土があって,「 息」銘文の銅器墓が9基 あ り,商 代墓の全体で

41%を しめ,特 に10基 の中型墓では8基 か ら 「息」銘銅器が 出土 して,80%を 占める55。 多 く

の学者は羅山県天湖墓地が息族 の墓地であると考 え56,何 ら疑問はない。 甲骨刻辞の中には,「婦

息」(『合集』2354臼)が あ り,ま た 「息伯」(『合集』20086)も ある。息族 は伯称 をもち,当 時

の畿外の侯伯 の国に属 したが;息 婦の存在 は,息 と商王朝の婚姻関係が存在 したことを表 し,劉
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家庄南M63出 土の 「息」銅器 は,息 族人が商王都 に官吏 としていたことを表 していて57,こ の

ように,息 族の本家は羅山天湖一帯 にあ り,殷 都 にいた ものはその一家族であったのである。

このほか,「 韋」族の族徽銘文 として,我 々は小屯村北M17墓 葬出土の 「韋」徽銘文を鋳出 し

た一点の青銅觚 をみ ることがで き58;殷 墟西 区墓地第一墓 区M2508墓 葬 出土の1点 の銅鼎 ,一

点の銅爵 と1点 の銅觚上 には,「 子韋」の徽記銘文を鋳出 し59,梅;園 庄南地M92墓 葬出土の青銅

觚上 にも,「 冊韋」の徽記銘文があ り60,苗 圃北地のM54墓 葬 出土の青銅上には,「 弓韋」の徽

記銘文を鋳出 している61。 これ らの銘文中で,「 子韋」は殷墟西区墓地第一墓区付近 に韋族宗子

の墓葬があることを表 し,「冊韋」 は梅 園庄南 地に 「冊」す なわち 「作冊」 の職官に任命 された

韋族 の家族がいたことを示 し,「 弓韋」は苗 圃北地 に弓箭 を官職 とす る韋族 の家族がいたことを

表 している。これ らはすべ て韋宗族に属 しその中に朝廷任官者がいて,彼 らは朝の官 として,自

ず と殷墟 に居住 したのであ り,そ れ らは同一宗族であるが,朝 廷で官吏 としてあ り,そ のため埋

葬や居住が殷墟の異なる場所 になったのである。

上述の例証 と分析 をお こない,ま た,我 々が先に上げた苗圃北地遺跡 出土の 「亞鬲」,「寧趾」,「」

な どの徽銘;大 司空村遺跡か ら出土 した 「洋」,「古⊥ 「見」などの徽銘;郭 庄村北遺跡か ら出土

した 「羊」,「単⊥ 「光」な どの徽銘;劉 家庄村南遺跡か ら出土 した 「息」,「史」,「夕」徽銘;郭

家庄遺跡出土の 「亞址」,「亞胡:址」,「中」,「歎 」,「兄冊」,「作冊兄」,「郷寧」な どの徽 銘;戚

家庄村東遺跡か ら出土 した 「爰」,「寧箙」,「鉞箙」 などの族徽銘 文についてさらに一歩推論 を進

めると,す なわちまずそれ らが地区毎に多 くの族氏が族居 し;そ の次に,一 地区の族氏の構 成の

関係 について,そ れ らを一定の 「宗氏」 と 「分族」 という種類の構成関係ではない ことが明 らか

であ り,ま たい くつかの遺跡で諸族氏が一つの地区に集 まり,相 互の関係が同 じ宗族 に属 さない

ことがあったことを否定で きない。

このように,『 左傳』定公 などの文献材料 か ら,我 々は商代 に 「宗氏」 と 「分族」 という二階

層の親族組織組織 の構造があったとみ ることがで き;殷 墟各所 の墓地資料の中の墓葬の空間分布

と配列組み合 わせか ら,我 々は墓群 と墓組 を区分で き,こ の種 の同一の墓地の中の墓群の組み合

わせ の中に 「宗氏」 と 「分族」 とい う二階層の親族組織結合があった可能性は排除で きないが ,

ただ し上述の多 くの例で説明 したように,殷 都の中で ,同 一宗族の諸家族が異なる場所で族居族

葬 を行 ない,そ れは殷都 の多 くの貴族 と族衆 が家族の形式で集合居住 していた可能性 を反映 して

いる。このことか ら,筆 者 は,理 論上は商代 に 「宗氏」 と 「分族」の ような宗族組織構造があっ

た と考えるが,た だ し晩商の殷都では,実 際 的情況 は宗族 の形式で族居族葬 した者がいた可能性

を全 く排 除で きないが,多 くの居住者は家族 の形式で族居族葬 したのであ り,こ れは晩商王都の

族居族葬の基本単位が家族であって家族 より上の宗族 ではなか ったことを説明 し,こ れを換言す

ると,晩 商の商王都では,商 の王族 と一部の強大 な宗族が宗族 と家族が結合 した構造の組織 で存

在 した可能性 はあるが,た だ し王都 内のその他の異なる族 に属す る族人達 はそれぞれ まず家族の

形式 で出現 したという現象が,家 族を単位 として成立 した大雑居小族居 とい う晩商王都の族居の

主要 な特色であ り,そ れは王都 内の地縁性す なわち親族組織の政治性が他の地方に比べてやや発

達 していたことを反映 し,そ れは商代親族組織 の血縁関係が王権に服務 的であ り,王 都の この種

の族居の特色 は,商 代 の都鄙構造の一様相であって,都 は商王の統治方式 と関係 して晩商王都 の

族居の主要な特色 と一体の ものであった。
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3殷 都の族氏の構造と関連する王権

商の王権およびその統治方式 と商代の国家構造 および殷都 の族氏構造はすべて関係す るもので

あった。筆者 はかつて商の国家構造が一種 の 「複合型国家構造」であると提言 したが62,こ の種

の 「複合型」国家の中で,商 王 は 「天下共主」であ り,彼(商 王)は 王邦す なわち後世の所謂 「王

畿」地区を直接統治 し,ま た臣服あるいは服属する他の侯伯の国を間接に支配 し,こ のような多

くの侯伯の国は 「庶邦」 と呼ばれていた。商王の 「天下共主」の地位 は,王 邦すなわち王畿地区

がその他 の衆邦やその他の庶邦 に対 して 「国上の国」であったが,所 謂庶邦は,夏 代にすでに存

在 した一つ一つの邦国であ り,商 代 になってそれ らは商王朝の地方一級権力機構 になったのでは

な く,い くつかの邦国が商王朝に臣服あるいは服属 したが,そ の邦国の主権の変更 は不完全であ

り,そ の主権 は完全に独立 は していないが,邦 国のその他 の機能 はすべて存在 して,王 朝内の 「国

中の国」 を形成 していた。そのため,商 王朝の構造は,王 邦 と多 くの諸邦が形成 し,複 合的であ

り,数 学 における複合関数 と同様 に,関 数内にい くつかの関数があった。王が天下共主の王朝 に

あって,半 独立的な個 々の邦国の君は,そ の国内では国家君主の権力をすべて行使 し,各 邦 の間

の関係 も国 と国の問の関係であ り,そ のため天下共主の商王 は各地の諸邦に対 して間接 的な統治

あるいは支配 を施行 しただけであった。王畿が特別であるのは王都の範囲内であ り,商 王が直接

的な統治 と支配を施行することができたか らである。 この種 の間接支配 と直接支配が結合する統

治方式は,複 合型国家構造 における王権の一大特色であ り,王 権 と王都範囲内の直接支配 は王都

内の族氏構造 に直接 に影響 していた。

王畿外 の侯伯に対 して,商 王は一貫 して彼 らに朝(朝 廷)中 の要職 を担当させて これ を朝臣 と

したが,卜 辞の中では彼 らを 「多君」 と呼び,『 史記 ・殷本紀』で商紂が西伯昌,九 侯(鬼 侯),

顎侯 を三公 としたと述べることなどが,明 らかな例である63。彼 らは朝 臣であ り,殷 都 に居住す

る必要がある時には,族 居す なわち家族の形式で殷都 に居住 したであろう。権力 は空間限定的で

あ り,商 王の邦国の支配は間接的であったが,彼 ら本人お よびその殷都に居住する家族の調遺 と

支配は,直 接 的であった。

また ト辞 の 「小臣醜」(『甲骨文合集』36419)と 山東青州蘇埠屯 出土の徽銘である 「亞」,も ま

た畿外の侯伯あるいは服属国が王朝で官吏になった例 である。東青州蘇埠屯一号大墓は四条の墓

道 をもち,墓 室面積が56平 方メー トルに達 して,殉 犬6列,殉 人48人 の大規模 な墓葬である(図

14・15)64。 蘇埠屯遺跡 は未発掘 の城址であるが,こ の種の四条の墓道がある大墓の規格 は殷王

陵 と同 じものであ り,か つ遺跡 出土の 「亞醜」族徽銘文を鋳 出 した大銅鉞が出土 し五六十点の伝

世銅器 にもすべて 「亞醜」の記銘 をみることがで き(図16)65,亞 醜 は最初 には商王が東土 に派

遣 し,蘇 埠屯 に在住 した武官であったか もしれないが,時 間が推移す るにつれて,そ の後 に外在

の諸侯 に発展 し,ま た同時に王朝の小臣の職 を兼任 して,「 小 臣醜」 と称 した ものである。王朝

で任職すると,当 然彼 と彼の家族 は殷都 に居住す る必要が生 じ,多 くの異なる家族が 「大雑居小

族居」の方式で殷都 の各地に混居することとなった。

先 にあげた丙国 もまたこの種の情況 にあった。丙国派遣の人が王朝で官吏 となったことが,い

くつかの伝世の丙国銅器銘文か ら証明できる。『続殷文存』下18.2の 著録に一つの爵があ り,「丙」

の下に一つの 「亞」の枠(か まえ)が あって,「亞丙」と読め,年 代 は殷墟文化第二,第 三期である。
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この 「亞」は,す なわち 『尚書 ・酒誥』 に 「越在 内服:百 僚庶尹,惟 亜惟服」の亞であ り,こ の

原本の内服 は王畿内の官職であって,「 亞」形の記徽 と 「丙」形の記徽 を組み合 わせて合成 した

複合型徽:記であ り,こ れは古代に官職を徽号 としたことに より,「左傳』隠公八年衆仲が「賜姓⊥「命

氏」,「因以為族。官有世功,則 有官族,邑 亦如之」とした ものにあたる。そのため,「丙」の下 に 「亞」

の枠のあるこの種の 「亞」符号の族氏徽記は,功 績 をあげて官族 になって以後その族氏徽号 を銅

器上 に鋳出 したのであ り,そ れによって自己の身世尊栄の一例証を顕示 しているのである。 この

ほか,丙 族 は商王朝 にあってかつて 「作冊」の職を担当 し,「丙木辛自銘文』写作:「丙木父辛冊』

の とお りである66。羅振玉 『三代吉金文存』収録 の鼎 と自にも 「丙」形徽銘の二篇の長篇銘文が

あ り67,鼎 銘(図17)に は作器者がある地で商王か ら貝 を賞賜 され父丁のために作器 した こと

を記載 し,自 銘(図18)に は作 器者が廛 地で商王の賞賜 を受けて毓祖 丁のため に作器 した と記

載 している。 これ らい くつかの記述 は丙族の首領が商王か ら官職封号 を接受 し,王 に服務するた

め,王 の賞賜 を受けたことを示 している。 これは丙国丙族の人が官吏 として在朝 し,彼 らが殷都

に居住 して,自 然に殷都の 「大雑居小族居」を構成 したのであ り,王 権の支配か らみると,遠 在

の山西霊石旗介の丙国丙族の本家に対 しては,商 王が間接支配 を実行 し,殷 墟に居住する在職 の

丙族のある一家族に対 しては,商 王が直接統治 を実行 したのであ り,あ るいは商王が まさに殷都

に居住す る任職の丙族 のい くつかの家族 を直接統治することによって,遠 在の山西霊石旗介の丙

国 と丙族 を間接支配 した と言 うことも可能である。

前述の 「子韋」,「冊韋」,「弓韋⊥ 「典韋」の韋族は,『 詩経 ・商頌 ・長発』 「韋顧既伐,昆 吾夏桀」

の韋であ り,河 南省滑県にいた。甲骨文 「戊寅 卜,在 韋 師,人 無 「驚異,其 耜(『 合集』28064)

によ り,韋 族は自己の軍隊 をもち,農 田があったことを知ることがで きる。韋族の族長は子韋で

あ り,そ の領地は子韋 自身が支配 と管理 を行 なっていたに違いな く,複 合型の国家構造 と商の王

権か らい うと,商 王 は韋族領地 に対 して理念上の支配権があったであろうが,そ の実際的支配 は

当然子韋 を通 しての間接 的な支配を行い,「 冊韋」,「弓韋」,「典韋」の ような官吏 として在朝 し

た韋族 のい くつかの家族 については,商 王 は彼 らを当然直接 的に支配 し,か つ王権の作用か ら,

彼 らは同一宗族であったが,み な官吏 として朝廷 にあ り,殷 墟の異なる場所で埋葬あるいは居住

したのである。

最近発見 された殷墟花 園庄54号 墓 は官吏 と して在朝 した有力貴族の一基の墓である(図19)。

墓か ら出土 した青銅器,玉 器,陶 器,石 器,骨 器,貝 器,竹 器,象 牙器,金 箔,貝 など各類 の器

物は570余 点に達 し,そ の中に銅鉞7点 と大型の巻頭刀お よび大量の青銅戈,矛 などの兵器があ

り(図20・21),ま た出土の青銅礼器 には,そ の多 くに 「亞長」の二字の銘文がある(図22)。 「亞」

は武職官名であ り,これ と墓に大量 の青銅兵器を随葬 したことは符合 し;「長」は甲骨文 中の 「長」

族の長である。 この ことか ら,発 掘者 は54号 墓 の墓主を 「長」族の首領であ り,そ れは一人の

兵権 を握 った有力貴族であ った と考 えた68。 甲骨文中には,長 族 の邦君が一時期 「長伯」 と呼ば

れ(『 合 集』6987正),廩 辛康 丁の時期 に至 り,「長子」の呼称が 出現 した(『 合集』27641)。 卜

辞中では長族が 「長友角」,「長友唐」 を領 したことも有名である(『 合集』6057正,6063反 など)。

長伯の封地はすなわち長 と呼び,商 王 は長地に関心を もち,「 長不其受年」 と ト問 している(「 合

集』9791)。 商王はまた恒常的に長族 と連絡をと り,常 々 「往于長」 と官員 を ト問に派遣 し(「合

集』7982,『 懐徳』956),ま た商 王親が 自ら長地 に行 った記録 がある(『 合集』767反,36346,
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36776)。 長が どこにあったかについては,長 は方,羌(『 合集』495)と 交渉があ り,今 の山西長

子県西郊の春秋時期の 「長子」の古地名があるなどの情況か ら,す でに故林歓博士が 「長」族の

原居が今の山西長子県 にあ り,河 南鹿邑県太清宮の長子 口墓の墓主 は商の亡国後 に南遷 した 「長

子」族 の首領 と考えた69。 おそら く,花 園庄54号 墓の墓主は商王の祖庚祖甲時期 に長族が殷都

に派遣 して殷都 に居住 した在朝武官の大貴族 であった。

また,今 の安陽梅園庄村一帯 の,小 屯宮殿か ら約2キ ロメー トル東北 に離れた場所に,一 ・つの

集居 と墓 地が一体 となった居址があ り,「光」 などの家族 の徽 銘 をもつ ものが出土 しているが,

卜辞 中に,我 々は 「光」が 「侯光」 とも呼ばれていることをみることがで き,侯 伯の類の諸侯に

属 して,「 丙寅 卜,王 貞:侯 光若往彙嘉侯光 … 」 の如 くであ る(『 合集』20057)。 「侯光」の

諸侯領地が殷墟梅 園庄にあったのではないことは,梅 園庄一帯か ら出土する徽銘は 「光」に とど

ま らず,「 単」,「冊韋⊥ 「天 黽」な どの族があ り,梅 園庄一帯出土の 「光」徽銘は,光 侯 の中の

一つの家族であって
,光 侯国族 中の官吏 として朝廷 にあった者である。 卜辞中には,商 王が 「光」

に 「羌芻」の送致 を要求 し:「 甲辰 卜,亘 貞:今 三月光呼来?王 占日:其 呼来。迄至惟乙,旬 又

二 日乙卯,允 有来自光,以 羌芻五十。」(「合集』94正)と あ り,ま た 「光」が羌 を獲 るか どうか

の ト問:「 貞:光 獲羌?」(「 合集』182)「 光不其獲羌?」(『 合集』184,185)「 光来羌」(「合集』

245正)も ある。 これらは商王が光侯国の族中の官 として朝廷にある家族を直接支配 して,か つ

殷墟 に在住す る光の家族 を通 して光侯の ような国族 を間接的に支配 し,彼 らに 「羌芻」を送致す

ることを要求 したことを示 している。

これ らを総合すると,商 王は王畿以外 の侯伯国族す なわち庶邦 の間接支配 と王都 内の同姓 と異

姓の多 くの家族あるいは宗族の直接支配 とい う二つの方式 をとり,「尚書 ・酒誥』にい う「越在外服:

侯,甸,男,衛,邦 伯;越 在内服:百 僚 庶尹,惟 亞,惟 服,宗 工,越 百姓里居(君)⊥ と完全

に一致 し,さ らに 『酒誥』の記載 と 「大盂鼎』 「惟殷辺侯田粤殷正百辟」銘文 とも対応 して,現

在我々はこれ らと殷都 の族居の特色 と王権 の支配方式 とが相関するため,『 酒誥』で述べること

には根拠があ り,信 頼で きると考えている。『酒誥』の内,外 服の区別は王畿 と甲骨文の所謂 「四

土」の区別に相 当す る。王畿の中に,周 代の畿 内の諸侯の ように,侯 の領地があるとす る説 もあ

るが,た だ し王畿 における内服の主要な特色 は朝(朝 廷)の 官的な朝臣にあ り,そ の居邑はまた

王族 と各種 の職官 を管掌す る貴族大臣の族邑と呼べ るものであった。王権の視角およびその権力

の空間範囲の議論か らは,商 王の支配力 は家族 ・宗族 の一つの側面に由来 し,そ れは王都 に分布

する家族宗族 の直接 的な統括の範囲の縁故に よるものであ り;ま た多 くの異姓家族が殷都の中に

特別 に散居で き,ま た彼 らは朝廷の官吏であった。まさにこの関係によって,王 都内の小族居 と

大雑居の統一がなされ,晩 商王都 内の地縁性す なわち親族組織内の政治性が他地域 よりも発達 し

ていたとす ることがで きるのである。
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Residential Space Arrangements in Shang-Era Yindu

and Shang Kingly Authority

   WANG Zhenzhong 

Chinese Academy of Social Sciences, China

Yinxu, the king's capital city in the late Shang period, was large in scale, covering an area of thirty-six 

square kilometers. In addition to the spaces occupied by the king's palace and the royal mausoleum, it had 

an area where many people of high and low status resided, and it had many workshops for handicrafts. 

These dwelling areas and workshops possessed the characteristics of "greater mixed dwelling and lesser 

clan dwelling" (seen through a wide-angle lens, they were mixed dwellings; seen through a telescopic 

lens, they were clan dwellings). The phrase "greater mixed dwelling" expresses the condition of Yinxu 

as a place where many clans with different surnames dwelled, mixed among themselves. "Lesser mixed 

dwelling" refers to the pattern of in which clan members, within a small defined territory, reside in single 

units comprised of families (jiazu) or patriarchal lineage groups (zongzu) and conduct clan funerary rites. 

Upon close analysis of sources on clan symbols and inscriptions such as xi , guang " , bing Nj , wei 

  , zhong , and gong , it has become clear that although the Shang royal family and powerful clan 

lineages may have acted as large patriarchal lineage organizations in making residential space arrangements 

in Yinxu, other families who were not among the royal or powerful clans operated at the family-unit level, 

in almost all cases, in making dwelling arrangements. 

   The distinguishing feature of the clan dwelling areas of the capital city seems to have been that they 

were places where organizations of people who were related by blood performed service to the Shang-

period kingly authority. The Shang state structure was complex, made up of the wangji, "the king's 
domain," and the situ, "the four lands." The king lived in the wangji and ruled it directly; it was also called 
"the king's country" (wangbang) . The situ were all the other territories under his authority-principalities 

governed by lords who had pledged their fealty to the Shang king. Those lords posted important persons 

permanently in the king's capital city, charging these men with responsibility for fulfilling administrative 
duties at the Shang court. 

   The Shang king exercised direct control, or governance, over the ministers at court and their families 

who were resident in the wangji. Over the situ, he exercised an indirect rule through the various families 

that had been assigned by the lords of those lands to live in the capital and perform official duties. This 

system made it necessary for there to be many families with different surnames in residence, working in 

the administration of the court, in the king's capital of Yinxu. Because of this system, the most frequently 

occurring pattern of residence in Yindu was based on the family unit, not the patriarchal lineage group. 

   In this manner the "greater mixed dwelling and lesser clan dwelling" pattern of urban space 

arrangement was unified in the king's city. The nature of territorial relations of that city in the late 

Shang period, reflecting the political nature of kinship-like organizations, was considerably more highly 

developed than anything that existed in other regions in that age.
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