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市
内
初
、
芦
屋
川
水
車
場
跡
の
出
現

遺跡の宝庫、城山の裾野を掘る
地場産業を

支えた

芦屋川水車場跡

　芦屋川の上流には、六甲山地の前山の中でひときわ目立つ 鷹  尾  山 （標高261.2ｍ）があります。
たか お やま

16世紀代の中世 山  城 である鷹尾城跡が存在することから、通称「 城  山 」と呼ばれ、市民や芦屋
やま じろ しろ やま

を訪れるハイカーたちに親しまれた存在です。

　今年は、この城山の山裾で開発事業に伴い大規模な発掘調査が続きました。今年度の文化財

保護特集では、その成果を取り上げてみたいと思います。

　

芦
屋
市
域
を
含
む
六
甲
山
地
南
麓
で
は
、

江
戸
時
代
中
頃
（
十
八
世
紀
頃
）
か
ら
急
流

を
利
用
し
て
数
多
く
の
産
業
用
水
車
が
、
機

械
力
が
な
い
時
代
の
動
力
源
と
し
て
活
躍

し
て
い
ま
し
た
。
当
地
域
で
は
、
水
車
の
生

み
出
す
動
力
で
多
数
の 
杵 
や 
石  
臼 
を
動
か

き
ね 

い
し 
う
す

し
て
、
照
明
用
灯
油
で
あ
る
菜
種
油
絞
り
や
、

灘
の
酒
造
用
の
精
米
等
が
盛
ん
に
行
わ
れ

六
甲
山
地
南
麓
の
水
車
と
産
業
の
歴
史

　

今
回
発
掘
さ
れ
た
水
車
場
跡
は
、
大
正
時

代
ま
で
稼
動
し
て
い
た
も
の
で
、
築
か
れ
た

時
期
は
、
江
戸
時
代
ま
で 
遡 
る
も
の
と
推
定

さ
か
の
ぼ

さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
水
車
が
設
置
さ
れ
て
い
た
滝

壷
、
水
車
に
掛
け
ら
れ
た
水
を
滝
壷
か
ら
排

水
す
る 
暗  
渠 
、
半
地
下
式
の
作
業
部
屋
な
ど

あ
ん 
き
ょ

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

滝 
壷 
は
、
割
石
や
古
い
石
臼

つ
ぼ

（ 
搗  
臼 
）
を
組

つ
き 
う
す

ん
で
、
平
面
が
長
方
形
、
縦
断
面
が
逆
台
形

に
な
る
よ
う
に
築
か
れ
た
施
設
で
、
長
さ
約

六
・
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
八
五
ｍ
、
深
さ
約

二
・
七
ｍ
の
巨
大
な
も
の
で
す
。

　

こ
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
た
水
車
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
滝
壷
の
大
き
さ
か

ら
推
定
す
る
と
、
そ
の
直
径
は
五
ｍ
前
後
と

発
掘
で
わ
か
っ
た
芦
屋
川
水
車
場
跡

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
巨
大
な
水
車
は
、
建
物
の

中
で
回
っ
て
い
ま
し
た
。

　

排
水
用
の
暗
渠
は
、
滝
壷
の
東

壁
南
部
に
石
組
の
入
り
口
を
設

け
て
、
そ
こ
か
ら
東
方
へ
伸
び
て

い
ま
し
た
。

　

半
地
下
式
の
作
業
部
屋
は
、
滝

壷
の
西
側
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
大
き
さ
は
、
東
西
方
向
約

三
・
六
ｍ
、
南
北
方
向
約
五
・
四

ｍ
、
深
さ
約
一
ｍ
で
す
。
作
業
部

屋
は
建
物
に 
覆 
わ
れ
て
お
り
、
柱

お
お

穴
や
石
臼
を
据
え
た
穴
も
見
つ

か
り
ま
し
た
。

　

出
土
遺
物
の
中
に
は
、
石
臼
（ 
搗  
臼 
・ 
挽 

つ
き 
う
す 

ひ
き

 
臼 
）
を
は
じ
め
、
水
車
場
に
関
連
す
る
も
の

う
すが

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

旭
塚
古
墳
を
含
む
群
集
墳

古
墳
時
代
終
末
期
の
巨
石
墳　

旭 
塚

    

古
墳

あ
さ
ひ
づ
か

　

こ
の
古
墳
は
、
古
墳
時
代
の
終
わ
り
頃

（
七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
）
に 
築  
造 
さ
れ
た

ち
く 
ぞ
う

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
型
の
横
穴
式

石
室
を
墓
室
と
し
、
兵
庫
県
下
で
確
認
さ
れ

て
い
る
数
千
基
の
横
穴
式
石
室
墳
の
中
に

お
い
て
屈
指
の
大
き
さ
を
誇
り
ま
す
。

　

石
室
を
覆
う
墳
丘
の
高
さ
は
、
現
状
で
三

ｍ
程
で
す
。
現
段
階
で
は 
外  
護  
列 
石
   

（
古
墳

が
い 

ご 

れ
っ 
せ
き

の
周
り
を
石
で
囲
む
構
造
）
の
配
置
状
況
や

遺
存
状
態
か
ら
方
墳
の
可
能
性
が
高
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
室

（
被
葬
者
を
埋
葬
す
る
部
屋
）
の
天
井
石
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
以

降
に
、
石
材
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
石
室
の
側
壁
に
、
矢
穴
痕
と

呼
ば
れ
る
石
採
り
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

古墳時代

終末期

巨石墳の旭塚

問い合わせ　生涯学習課文化財担当　 31-9066

　

石
室
の
主
軸
は
、
真
北
よ
り
二
十
八
度
西

に
傾
き
、
南
南
東
に
入
口
を
開
い
て
い
ま
す
。

こ
の
開
口
部
か
ら
墳
丘
を
眺
め
る
と
、
後
背

に
そ
び
え
る
鷹
尾
山
山
頂
が
墳
丘
と
ち
ょ

う
ど
重
な
り
、
よ
り
一
層
神
秘
的
な
風
景
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。 

羨  
道 
部
   

（
入
口
か

せ
ん 
ど
う 

ぶ

ら
玄
室
と
呼
ば
れ
る
遺
体
を
埋
葬
す
る
奥

の
部
屋
ま
で
の
通
路
）
の
長
さ
は
六
ｍ
で
、

羨
道
部
を
通
り
玄
室
に
至
る
と
、
両
側
に
少

し
広
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
態
を

持
つ
石
室
を
、「
両
袖
式
石
室
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　

開
口
部
か
ら
奥
壁
ま
で
の
長
さ
は
十
一

ｍ
を
超
え
ま
す
。
石
室
に
使
用
さ
れ
た
石

材
は
、
一
ｍ
大
の
巨
石
を
た
く
さ
ん
用
い
て

い
る
こ
と
も
、
古
墳
築
造
の
技
術
や
年
代
を

周
辺
調
査
で
盟
主
さ
ら
に
裏
づ
け

　

こ
れ
ま
で
に
出
土
し
て
い
る
遺
物
は
豪

壮
な
も
の
で
す
。
窯
を
使
っ
て
焼
い
た
須

恵
器
と
呼
ば
れ
る
灰
色
の
土
器
で
、
壷
や
杯

と
呼
ば
れ
る
器
種
数
点
と
鉄
鏃
一
本
が
あ

り
ま
し
た
。
馬
具
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

現
在
、
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
に

保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
の
被
葬
者
（
埋

葬
さ
れ
た
人
）
は
、
こ
の
地
方
の
有
力
な
豪

族
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
群
集
墳
を
形
づ
く
っ

て
い
っ
た
氏
族
の
指
導
的
な
立
場
の
人
物

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

先
の
調
査
か
ら
約
四
十
年
を
経
て
、
本
年

度
は
、
旭
塚
古
墳
を
含
む
敷
地
全
域
の
埋
蔵

文
化
財
の
遺
存
状
況
を
確
認
調
査
し
ま
し

知
る
う
え
で
、

貴
重
な
デ
ー

タ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

石
室
や
外

護
列
石
に
使

用
さ
れ
た
石

材
は
、
い
ず

れ
も
六
甲
山

の
基
盤
岩
で

あ
る
六
甲
花

崗
岩
で
す
。

た
。
旭
塚
の
ま
わ
り
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て

い
な
い
古
墳
が
あ
る
よ
う
で
、
副
葬
品
な
ど

の
一
部
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。
群
集
墳

は
、
今
か
ら
千
四
百
年
前
の
古
墳
時
代
後
半

期
の
社
会
構
造
や
親
族
構
造
、
氏
族
関
係
を

解
き
明
か
す
有
力
な
考
古
資
料
で
す
。

　

芦
屋
の
先
人
た
ち
の
足
跡
を
尊
び
、
伝
え

て
い
け
る
か
…
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の

課
題
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
発
掘
で
は
、
絵
図
に
出

て
く
る
水
車
場
が
現
れ
、
地
場
産

業
の
歴
史
を
振
り
返
る
上
で
大
切

な
情
報
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
か
ら
大
正
時
代
に

は
地
元
の
名
産
品
で
あ
っ
た
「 
灘 

な
だ

 
目  
素  
麺 
」
の
原
材
料
と
な
る
小
麦

も
く 
そ
う 
め
ん

粉
を 
挽 
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ひ

し
か
し
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け

て
、
動
力
の
近
代
化
の
波
に
追
わ

れ
、
急
速
に
衰
退
し
ま
し
た
。

水車場滝壷

水車場全景(南東から)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
あ
し
や
民
話
の
会

             　
　
　
　
　
　
　
　
　

絵
・
竹
本
温
子
さ
ん

　

カ
ラ
ス
塚
の
神
事
が
、
山
の
あ
し
や
の
村
で
、
子
ど
も

の
ま
つ
り
と
し
て
行
わ
れ
て
お
っ
た
ん
は
、
そ
ん
な
む
か

し
の
こ
と
や
な
い
、
さ
あ
、
明
治
の
こ
ろ
ま
で
や
っ
た
ん

や
ろ
か
。

　

そ
の
こ
ろ
の
あ
し
や
は
、
農
家
が
多
か
っ
た
ん
で
、
作

物
が
た
く
さ
ん
と
れ
る
よ
う
に
、
神
さ
ん
に
お
願
い
を
し

と
っ
た
。
カ
ラ
ス
塚
の
神
事
も
、
そ
の
一
つ
や
。

　

毎
年
、
七
歳
か
ら
十
三
歳
ま
で
の
村
の
男
の
子
が
こ
の

ま
つ
り
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
年
か

さ
の
男
の
子
が
ま
つ
り
の
大
将
に
え
ら
ば
れ
た
。

　

今
年
は
、
村
の
年
寄
り
が
、
十
三
歳
の
太
助
を
大
将
に

選
ん
だ
。

　

太
助
の
家
に
、
年
末
の
あ
る
日
、
男
の
子
た
ち
が
集
ま
っ

て
き
た
。

　

夜
中
の
二
時
に
な
る
と
、
は
た
を
先
頭
に
し
て
、
全
員

水
車
谷
に
向
こ
た
。

「
ト
ー
カ
ラ
、
ト
ー
カ
ラ
、
山
の
神
の
サ
イ
デ
ン
ボ
ウ
」

　

そ
う
、
大
声
で
さ
け
び
な
が
ら
村
の
道
を
歩
い
て
い
く
、

ま
っ
く
ら
の
道
を
、
と
っ
と
と
っ
と
と
歩
い
て
い
く
。

　

水
車
谷
に
つ
い
て
、
一
軒
一
軒
水
車
小
屋
を
ま
わ
り
、

石
う
す
の
底
に
、
残
っ
た
粉
米
を
も
ら
う
。

　

そ
れ
は
、
男
の
子
た
ち
の
ま
つ
り
に
か
か
せ
な
い
ダ
ン

ゴ
の
材
料
に
な
る
。

　　

年
が
明
け
て
、
正
月
四
日
、
今
度
は
、
お
年
寄
り
た
ち

が
、
山
の
神
の
境
内
を
き
れ
い
に
そ
う
じ
を
す
る
。

　

そ
し
て
お
酒
、
お
か
し
、
子
ど
も
ら
が
集
め
た
粉
米
で

作
っ
た
ダ
ン
ゴ
（
そ
の
ダ
ン
ゴ
は
、
み
そ
を
ま
ぶ
し
た
も

の
）
が
お
供
え
さ
れ
る
。

　

さ
あ
！　

い
よ
い
よ
カ
ラ
ス
塚
の
神
事
の
始
ま
り
や
。

　

は
だ
か
に
は
だ
し
の
男
の
子
た
ち
は
、
お
年
寄
り
か
ら

ダ
ン
ゴ
を
一
つ
ず
つ
も
ら
い
、
そ
れ
を
口
に
く
わ
え
、
城

山
の
ふ
も
と
の
カ
ラ
ス
塚
へ
ひ
た
走
り
に
走
る
。

　

男
の
子
た
ち
は
、
走
り
出
す
ま
で
が
大
へ
ん
や
。

　

寒
い
風
が
吹
い
た
り
、
く
も
り
の
日
や
と
、
ふ
る
え
と

る
子
が
多
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
ダ
ン
ゴ
を
口
に
く
わ
え
る
と
、
し
ゃ
ん
と

し
よ
る
。

　

男
の
子
た
ち
は
、
こ
の
日
は
カ
ラ
ス
に
な
る
の
や
。
カ

ラ
ス
は
、
ふ
だ
ん
、
え
ん
ぎ
が
悪
い
鳥
や
と
か
、
き
も
ち

悪
い
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
、
き
ょ
う
だ
け
は
、
カ
ラ
ス

に
な
っ
た
男
の
子
が
神
さ
ん
の
お
つ
か
い
な
ん
や
。

　

カ
ラ
ス
塚
ま
で
や
っ
て
き
た
子
ど
も
ら
は
、
一
人
ひ
と

り
、
カ
ラ
ス
に
な
っ
て

「
カ
ア
、
カ
ア
」
と
手

を
広
げ
、
小
高
い
塚
を

三
回
ま
わ
り
、
そ
の
ダ

ン
ゴ
を
、
山
の
神
さ
ん

に
、
お
供
え
を
す
る
の

や
。

　

カ
ラ
ス
塚
か
ら
帰
る

と
き
は
、
ダ
ン
ゴ
を
ざ

る
に
入
れ
て
も
ら
い
、

そ
れ
を
口
に
く
わ
え
て

境
内
ま
で
帰
っ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
山
の
神
さ
ん
の
ま
わ
り
を
ま
わ
っ
て
ダ
ン
ゴ

を
お
供
え
し
、
神
事
は
す
べ
て
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

神
事
が
す
ん
で
、
一
番
ほ
っ
と
す
る
の
は
、
こ
の
ま
つ

り
に
加
わ
っ
た
子
ど
も
た
ち
や
。
境
内
の
ど
ん
ど
（
た
き

火
）
へ
と
ん
で
い
き
、
待
ち
か
ね
た
配
ら
れ
た
熱
い
ぞ
う

に
を
フ
ー
フ
ー
と
息
を
吹
き
か
け
て
食
べ
る
。

　

こ
れ
で
、
ま
つ
り
の
い
っ
さ
い
が
終
わ
る
。

　

大
将
を
つ
と
め
た
太
助
は
、
ぶ
じ
に
神
事
が
終
わ
っ
て

喜
ん
だ
。

　

ど
の
子
も
同

じ
で
、
カ
ラ
ス

が
子
ど
も
に
も

ど
り
、
大
き
な

役
目
を
果
た
し

た
と
い
う
、
う

れ
し
さ
が
ど
の

子
に
も
、
あ
ふ

れ
て
い
た
。

　

一
年
で
一
番

寒
い
こ
ろ
に
行

わ
れ
る
カ
ラ
ス

塚
の
神
事
に
、
参
加
す
る
子
ど
も
ら
の
体
が
案
じ
ら
れ
る

が
、
だ
れ
ひ
と
り
か
ぜ
を
ひ
か
な
い
の
は
、
ふ
し
ぎ
な
こ

と
や
。

　

山
の
神
が
お
ら
れ
る
カ
ラ
ス
塚
に
供
え
ら
れ
た
ダ
ン

ゴ
は
、
本
物
の
カ
ラ
ス
が
ご
ち
そ
う
に
な
る
の
や
ろ
か
。

　

と
に
か
く
、
供
え
ら
れ
た
ダ
ン
ゴ
が
、
早
く
な
く
な
れ

ば
、
そ
の
年
は
豊
作
ま
ち
が
い
な
し
で
、
村
人
も
喜
ん
だ

そ
う
な
。

　

山
の
神
は
、
冬
は
山
に
お
ら
れ
、
山
を
守
ら
れ
、
春
に

な
る
と
山
か
ら
お
り
て
田
の
神
に
な
り
、
田
を
守
ら
れ
る

と
い
う
。

　

そ
の
こ
ろ
の
子
は
、
カ
ラ
ス
塚
で
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
、

自
分
の
心
や
体
を
き
た
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
楽
し
い
ま
つ

り
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
ま
ち
が
い
な
い
。

●
「
あ
し
や
の
民
話
」
は
、
芦
屋
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い

　

た
お
話
を
、
三
好
美
佐
子
先
生
を
は
じ
め
、
民
話
を
研
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旭塚古墳全景(手前に旭塚、後背に城山を望む)

旭塚古墳遠景

　(北西から)

古墳内部(開口部から)

遺物が発見されたときの様子(指を指しているあたりに遺物を確認)

遺物実測図

絞油水車器械の図

(出典『神戸市紀要　神戸の歴史』第14号)

暗梁入口の石組（石臼を転用）

水車による粉挽きの図(出典『都市名所図会拾遺』)
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写真でみる芦屋の歴史

問い合わせ　広報課　 38-2006 

会下山遺跡と触覚模型

（武庫川女子大学考古

学研究会報告書から）

城山→


