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序言

为记录历史，传承文明，服务于武昌古城的复兴和保护，我

们编撰了《武昌，1790城纪》一书，献给武昌建城1790周年。

呈现在我们眼前的这本《武昌，1790城纪》，从一开篇就打

开了时间地图和历史相遇的旅程路线。站在21世纪跨越式发展的

今天，让我们重新回到武昌古城的原点，拂开漫漫史迹中的浮

土，回眸它的发展进程，一幕幕恢弘壮丽的历史画面飞掠眼帘：

武昌为中国历史演变的重要地理枢纽，从三国时期的军事要塞到

盛唐时期地域经济重镇；从宋代长江中游商贸大都会到元代湖广

行省中心；从明初扩建武昌城（今武昌古城）到明清复兴“湖广

会城”；从晚清武昌自开商埠到以武昌为发端的武汉三镇成为全

国中心城市；从首义之城“民国之门”到抗日烽烟战时首都，直

到今天国家中心城市核心区，已经走过1790年的历程，武昌，在

历史的长河中开创了流光溢彩、诗意浪漫的黄鹤古楼文化；开创

了惟楚有才、于斯为盛的府学文化；开创了机器生产、实业救国

的轻纺工业文化；开创了勇立潮头、敢为人先的辛亥首义文化；

开创了叱咤风云、红旗漫卷的革命历史文化；开创了根深业茂、

荟萃于斯的宗教文化；开创了人文意境、山水交融的园林文化，

构成为武昌古城乃至武汉城市历史文化发源、发展之地。正是武

昌古城流播的历史文化资源，孕育了一大批供后人瞻仰的文化遗

存，展示着自然与人文交相辉映的“名城”特色。它的文化之
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魂印记在那些耳熟能详的老街古巷肌理之中，也凝聚在吟唱古今

的诗词里，更浸润在武昌171处文物保护单位和优秀历史建筑之

中。如今，这些韵味独特的历史文化和于此相关联的历史事件、

历史人物，将在《武昌，1790城纪》一书中与我们相遇。

《武昌，1790城纪》一书，以历史事件、历史人物为纲，融

编年体于其中，辅以历史图片，按时空分为魏晋南北朝、隋唐、

宋元、明、清、中华民国、中华人民共和国七部分，记述各个时

代武昌城市的社会变革及风雨历程，特别是反映新中国成立以来

武昌社会主义建设和改革开放的辉煌成就，以及未来武昌发展的

宏伟蓝图。

追溯历史，意在探求未来，期盼《武昌，1790城纪》带你走

进历史，比照现实，你会发现，武昌古城曾经的模样与武昌如今

的面貌是一脉相承的，武昌的荆楚风韵、武昌的人文荟萃，就是

这样一点一滴在时间的磨砺中变得鲜明起来。我们在复兴武昌古

城的征程中，传承不息，再创辉煌。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com
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卷一　魏晋南北朝时期的武昌

魏晋南北朝时期，武汉地区和全国局势基本无异，割据与动荡、战火与硝烟是这个

时代显著的特色。

220年，曹丕代汉称帝建魏，武昌从此进入所谓“六朝”时代，孙吴，东晋，南朝

宋、齐、梁、陈相继统治武昌。这一时期，在魏、蜀、吴三国鼎立大势下，孙权为着军

事战略需要，在武昌蛇山筑夏口城，为武昌城邑的发展奠定了初基。在两晋南朝分裂动

荡、战乱频仍、朝代迭更中，夏口城成为战略要地，也是州、郡、县的政治中心和大区

域的军事中心，既遭受战火破坏，又处于不同政权的分割中，社会经济发展相对滞缓。



1
7
9
0

城
纪

纪

念

武

昌

建

城

1
7

9
0

周

年

�

一、三国

223年　孙权始筑夏口城

东汉建安十三年（209年）赤壁大战后，

三国鼎立之势形成，曹操据北方，刘备据荆

州，孙权领江东和鄂东南。曹丕建魏、刘备立

蜀先后称帝，吴主孙权为钳制魏、蜀势力的进

一步扩大，采取了一系列政治、军事上的重大

措施。221年孙权把统治中心迁到鄂县（今湖

北省鄂州市），将鄂县改名为武昌，定为国

都，“以武而昌”，意思是说东吴要用武力来

争雄天下。东吴黄武二年（223年），为拱卫

都城，又在今武昌蛇山东北隅筑夏口城。该城

背靠黄鹄山（今蛇山，别名江夏山），面向长

江和沙湖，为版筑土石城。顾炎武《肇地志》

谓其：“依山负险，周回仅二三里。”由于其面对江北夏水（今汉江）入江之口，故名

夏口城。这就是今武汉市武昌区历史上出现的第一座城池——夏口城。虽然夏口城是一

座立于蛇山、面临长江、与汉阳相望的军事城堡，城周不过1700余米，但与汉阳的郤月

城（建于汉末，城周不过264.6米）相比，却大了几倍。从此，夏口城与郤月城以其龟蛇

夹江相峙是挡北引南、承东接西的交通枢纽，成为东吴拱卫京都的军事要地。伴随着夏

口城的修筑也为今日武汉三镇的形成奠定了初基。

223年　夏口城头建鹤楼

地有名楼，必近城市。现在的武昌，孙吴时称夏口。《吴志·孙权传》有：“吴黄

武二年二月，城江夏山（今蛇山）”的记载；《元和郡

县志》也说“吴黄武二年，城江夏，以安戍地也。城西

临大江，西南角因矶名楼，为黄鹤楼。”上述方志记载

说明，孙权筑夏口城的同时，在夏口城头的黄鹄矶上，

修建了一处登高凭瞭的瞭望岗楼，这座岗楼不过是“因

矶名楼”，最主要的是军事功能，城为战守，楼为瞭

望，都是为适应当时军事斗争需要而诞生。其后才逐渐

演变为登临游憩、吟诗作画的胜地，使黄鹤楼成为山川

人文相互倚重的文化名楼。
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223年前后　城外沿江三军港

孙权以水军立国，223年，在夏口筑城建戍楼的同时，着力构建城港一体化，充分

利用夏口城沿江出现的江水湾道，辟建了夏口鹦鹉洲、南浦和黄军埠三大军港：

鹦鹉洲，距夏口城江岸约两里的江心，历史方位大致在今武昌区白沙洲尾，头枕鲇

鱼套口，尾接黄鹄矶，最大面积曾达200万平方米，因东汉学士祢衡作《鹦鹉赋》于其

上而得名鹦鹉洲。由于这里四面环水，其与夏口江岸间的夹江地带，尤便于舟船往来，

成为东吴水师战船出没之地。

南浦，位于里河（今巡司河）入江口处，即今鲇鱼套。从汉代开始已经成为舟船泊

地，到了三国时，这里便成为既便于水师出入，又利于军事物质装卸的军港。

黄军埠，位于今黄鹤矶前的凹陷地带，紧接鹦鹉洲尾，因吴将黄盖水师屯兵于此，

故埠得其名。这里既是水师基地，又是商舟之会处所。

上述三军港的辟建，构建了城港一体化的水上屏障，主要还是为军事目的服务。

223—279年　夏口都督镇城防

夏口城处长江与汉水交汇之地，与汉阳郤月城构成了“龟蛇锁大江”之势，控长

江中游咽喉，扼南北交通之要冲。在魏、蜀、吴三国军事角逐中，夏口城便成了军事

斗争争夺的前哨阵地。孙权深知夏口“得之而存失之而亡”的战略地位，自223年筑夏

口城后，便专设夏口都督，屯精兵戍守城防。都督为统领一方军事长官，是高于一般

州、县官的军事统帅。见于史籍的夏口都督共有10人，多为孙吴宗室的皇亲国戚，一般

均有公、侯的爵位。这说明当时武昌已远远高于县的级别。吴建兴元年（251年），孙

壹为第二任夏口都督，有部属千余口，平时屯田，春种秋收，对夏口地区水稻种植有所

推进。最后一任夏口都督为孙慎，天纪元年（277年），曾率军渡江北征晋朝之石阳地

区，掠千余家后返回夏口。天纪三年（279年），夏口被晋军攻占，吴以夏口都督统治

夏口城的局面结束。

223年后　江夏郡治迁夏口

222年孙权在武昌（今鄂州市）建都，又设置武昌郡，郡治在武昌（今鄂州市），

但次年改为江夏郡。据潘新藻《湖北建制沿革》说：“孙权黄武二年城江夏山（蛇

山）移郡治焉”，这就是说，夏口城建成后不久，孙权就将江夏郡治迁至夏口城。继

周瑜之后，程普、陆奂、孙兴、孙皎、孙承、刁喜任江夏太守，皆以夏口城为治所。

吴之江夏郡含武昌、下雉、阳新、沙羡、邾县、云杜、况陵等七县。不过三国时建立

的江夏郡，具有遥领性质，并不意味着完全实际拥有。号称为江夏太守者并不一定统

治江夏地区。但此时的夏口城已崛起为地区性军事、政治中心，这是与孙权的经营与
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扩建密不可分的。

226—229年    孙权船坞会百官

为确保夏口城的安全，孙权曾几次派大军北征魏将文聘，使其退守石阳一线（今黄

陂区），并牢牢控制汉阳郤月城。又于东吴黄武五年（226年）亲率大军围攻石阳，文

聘坚守城池不战，孙权只好退兵夏口。

吴黄武八年（229年），孙权又在夏口城上游的涂口（今江夏区金口）筑沙羡城，

从而使夏口、郤月、沙羡三城，构成犄角军事防御体系，对保卫东吴安全、拱卫京都起

着不可估量的作用，标志着江汉交会的市中心区开始形成。

当年，孙权拟由武昌（今鄂城市）还都建业（今南京市），但考虑到武昌距建业水

道溯流二千里，一旦有难恐救援不及，因而犹豫不决。于是在夏口（今武昌）水军营寨

船坞内，大会百官计议。有人建议在夏口立寨栅；有人建议江面重设铁锁，孙权认为均

非良策。有一个不出名的小将张梁越即席建议：严明赏罚，遣将入沔，主动与敌争锋，

并起诸城（指夏口、郤月、沙羡、鄂城）屯驻精兵数万，严阵以待，应声相赴，则“开

门迎敌，敌自不来矣”。孙权赞赏这个以攻为守的策略，遂下了还都建业的决心。能在

船坞中大会百官，其规模肯定不小，足见当时夏口已设立造船工场，且有相当规模。从

时间上看，夏口船坞稍晚于吕蒙建造的濡须口船坞，但夏口所造船坞规模更大，算得上

是见诸文字记载的世界上第二大船坞。说明当时夏口的造船业已有很大发展。

二、晋代

263—280年　西晋灭吴克夏口

263年，魏灭蜀两年后，司马氏代魏，建立晋

王朝，史称西晋。三国鼎立局面结束，吴晋形成

对峙于长江两岸的局面。

为了防止西晋南侵东进，秦始元年（265

年），吴主孙皓再次迁都武昌（今鄂州市），并

牢牢控制军事重地夏口城。但由于生活习惯改

变、生活质量下降，百姓与朝官均有怨言，当时

流传童谣云：“宁饮建业水，不食武昌鱼。宁还

建业死，不止武昌居”。孙皓不得已，次年又返

都建业，他企图挽救东吴政权的最后努力破产

了。此时东吴的朝政日益腐败，且众叛亲离。据

《晋书·天文志下》记载，建衡二年（270年），
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夏 口 都 督 孙 秀 率 部 降 晋 ， 次

年，孙秀部将何崇又率五千余

人降晋。这说明遏制晋军东进

的夏口城已失控，东吴政权已

摇摇欲坠了。

晋咸宁五年（279年），晋

武帝采纳羊祜平吴建议，即：

东南设疑兵，荆楚设重兵，巴

汉出奇兵，各路大军云集汉水流域，直指长江中游重镇夏口的灭吴战役方略，派遣20万

大军，兵分六路，大举伐吴。其中的三路大军，相互配合，由平南将军胡奋出兵夏口，

扼东吴之咽喉，一举攻克夏口和武昌（今鄂州市），龙骧将军王濬，得以顺江东下，直

逼建业（今南京市）。孙皓见山穷水尽，俯首投降，东吴立国凡57年而亡，至此近百年

的分裂局面终于结束。上述平吴战役的胜利，是夏口战略地位特别突出的一次体现，也

是夏口战略地位的一次提升。

280—378年　沙羡县治移夏口

在西晋统一形势下，晋武帝为便于管理，对行政建制进行调整。其中于太康元年

（280年）在武昌郡（今鄂州市）下重设沙羡县，并将沙羡县治从涂口（今江夏区金

口）移至夏口城。从此，郡守和县令统治夏口城，夏口城既是军事战略城堡，也是西晋

的一个县治中心，结束了东吴以军事长官统治夏口城的历史。夏口城作为一个县级中

心，应该说就是从这个时候开始的。从秦代设置县以来，经过了500年之久，今武昌才

从一个从属地地位上升到一个县治中心地位。但是，到了孝武帝太元三年（378年），

东晋将沙羡县并入沙阳县。至此，在武汉城市发展史上，沙羡作为县名已消失在史册之

中。

303—316年　陶侃戍守夏口城

经过西晋短暂统一，特别是灭吴后十多年的和平发展，夏口城由孙吴时期的军事城

堡发展成为一个小范围的县治中心。今武昌这一短暂的和平发展甚至不能和西晋王朝相

始终。

晋太熙元年（290年），晋武帝“驾崩”不久，便开始了“八王之乱”和诸王之间

的混战，致使关中地区的流民涌入长江流域的荆州和夏口地区，使夏口地区陷入到流

民起义 和西晋王朝镇压游民起义的大动乱之中，夏口城再度成为战乱中的军事城堡。

晋惠帝太安二年（303年）发生的“张昌起义”和晋怀帝永嘉五年（311年）的“杜弢起
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