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む
か
し
、
打
出
を
治
め
て
い
た
阿
保
親
王
さ

ま
は
、
大
そ
う
す
ぐ
れ
た
か
た
で
あ
っ
た
。

　
つ
ね
に
村
人
の
こ
と
を
考
え
、
飢
饉
の
と
き

な
ど
心
を
い
た
め
、
村
人
の
暮
ら
し
の
心
配
を

さ
れ
た
と
い
う
。

　
村
人
も
ま
た
、
親
王
さ
ま
を
深
く
敬
も
う
て

お
っ
た
。
そ
れ
で
、
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
も
、

親
王
寺
を
建
て
、
魂
を
お
祀
り
し
た
。

　
そ
の
親
王
寺
の
南
に
あ
る
打
出
の
沖
を
船
が

通
る
と
き
、
船
は
必
ず
帆
を
下
げ
て
通
っ
た
と

い
う
。

　
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
船
が
、
帆
を
下
げ
ず

に
通
る
と
、
た
ち
ま
ち
海
鳴
り
が
し
、
海
は
大

荒
れ
に
荒
れ
、
そ
の
船
は
沈
ん
で
し
ま
う
と
ま

で
い
わ
れ
た
。

　
そ
ん
な
親
王
さ
ま
が
、
村
の
人
た
ち
に
残
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
明
日
さ
す

　
　
　
　
入
り
日
　
輝
く
こ
の
下
に
　

　
　
　
　
　
黄
金
千
枚
、
瓦
万
枚

　
こ
の
歌
と
と
も
に
、
金
・
銀
・
財
宝
を
、
ど
っ

さ
り
と
 金
  津
 

か
な
 
つ

 山
 の
塚
に
埋

や
まめ

ら
れ
た
と

い
う
。

　
村
人
た
ち

は
、
驚
き
な

が
ら
も
、
大

喜
び
を
し
た
。

　
自
分
た
ち

が
、
暮
ら
し

に
困
っ
た
と

き
、
こ
の
金

津
山
の
黄
金

を
使
っ
て
も
よ
い
と
、
親
王
さ
ま
は
言
う
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
で
、
飢
饉
の
年
も
心
配
が
な
い
。
津
波

で
家
を
流
さ
れ
て
も
、
も
う
大
丈
夫
や
と
、
あ

り
が
た
が
っ
た
。

　
こ
の
歌
と
塚
の
宝
は
、
長
い
間
、
打
出
の
村

人
た
ち
の
心
に
灯
を
と
も
し
続
け
た
。

　
飢
饉
の
年
、
食
べ
る
も
の
に
困
っ
て
も
、
津

波
で
家
が
流
さ
れ
て
も
、
だ
れ
も
、
金
津
山
の

黄
金
を
掘
り
お
こ
そ
う
と
か
、
津
波
で
、
家
の

瓦
が
な
く
な
っ
て
も
、
金
津
山
の
瓦
を
使
い
た

い
と
い
う
者
は
い
な
か
っ
た
。

「
い
や
い
や
、

親
王
さ
ま
は
、

も
っ
と
つ
ら
い

時
に
、
使
う
よ

う
に
と
、
残
さ

れ
た
。
も
っ
た

い
な
い
こ
と
を

し

て

は

な

ら

ん
。
」

　
と
、
お
互
い

に
戒
め
合
い
、

励
ま
し
合
い
を

し
、
苦
し
い
と

き
を
乗
り
越
え
て
き
た
。

　
村
人
た
ち
は
、
こ
の
歌
や
、
金
津
山
の
塚
を

長
い
間
、
大
切
に
し
て
き
た
。

　
塚
を
掘
り
返
し
た
い
と
思
う
者
も
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
だ
れ
も
掘
り
返
し
た
者
は
い
な
い
。

　
た
た
り
を
恐
れ
て
、
掘
り
返
し
た
り
し
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
王
さ
ま
の
お
心

に
背
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
む
か
し
は
、
金
津
山
の
塚
は
街
道
の
近
く
に

あ
っ
て
、
通
る
人
の
目
に
触
れ
、
お
参
り
の
人

も
多
く
、
名
所
に
な
っ
て
い
た
。

　
今
、
金
津
山
は
、
民
家
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

小
高
い
塚
は
、
打
出
の
名
所
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
は
、
阪
神
打
出
駅
の
少
し
北
で
「
金
津
山

古
墳
」
と
呼
ば
れ
、
大
切
に
守
ら
れ
、
む
か
し

の
打
出
の
お
も
か
げ
を
伝
え
て
い
る
。

　
「
金
津
山
の
埋
蔵
金
、
ど
な
い
な
っ
て
い
る
の

や
ろ
。
」

　
だ
れ
も
が
思
う
こ
と
や
ろ
う
が
、
掘
ら
な
い

方
が
え
え
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　
親
王
さ
ま
は
、
今
も
む
か
し
も
、
打
出
の
人

た
ち
に
、
夢
を
持
た
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の

や
か
ら
な
。

●
「
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
究
す
る
グ
ル
ー
プ
の
皆

　
さ
ん
が
収
集
整
理
し
て
、
や
さ
し
く
民
話
の

　
形
に
整
え
ら
れ
、
平
成
十
一
年
に
発
行
さ
れ

　
た
も
の
で
す
。

　
●
文
・
三
好
美
佐
子
さ
ん

　
●
絵
・
竹
本
　
温
子
さ
ん

金津山の黄金
＜最終話＞

有数の豪族眠る金津山古墳

　旧打出村に、「 小松原 」という 小字 がみられます。
こまつばら こあざ

　小さな松林があったことに由来するものですが、

その中心に小高い丘があり、 厳 島  神社が存在しま
いつくしま

した。石の 祠 と石製の鳥居がありましたが、明治
ほこら

41年に近くの打出天神社に 合祀 され、動いています。
ごうし

　この丘は、江戸文化の華やかなりし元禄時代に『 摂陽群談 』という地誌に黄金埋蔵
せつようぐんだん

の伝承を伴って登場します。今から約300年前のことです。

　伝えによると、さらに昔のこと、阿保親王が付近の村の飢餓に備えて、金の瓦一万

枚、黄金一千枚を埋めさせたと言います。そのため当時、金津の号がつき、別称とし

て、「 金津丘 」「 金津山 」「 金塚 」「 黄金塚 」と呼ばれるようになりました。
かなつおか かなつやま かねづか こがねづか

　今この丘は、全長55ｍを測る阪神間では有数の前方後円墳として知られています。

ニワトリや馬の形をした形象 埴輪 や多数の円筒埴輪が樹立された墳丘の中央には、未
はにわ

発掘ながら埋葬施設が見つかっています。今風に言えば、市長クラスのお墓があるよ

うなもので、当地域を支配下に治めた大豪族が、この下に眠っているようです。

　周囲には、水を満々とたたえた幅数メートルの 濠 をめぐらし、外周りにも堤や施設
ほり

があったようで、濠の中からはたくさんの遺物が出土しています。

　この古墳の築造時期は５世紀後半で、阿保親王塚古墳よりずっと新しく、打出小槌

古墳より若干先行するようです。先に紹介した「金瓦一万枚」の言い伝えは、恐らく

円筒埴輪が割れて散乱した状況を形容したものと思われます。全国の古墳の中には、

ニワトリ形埴輪を有する「 金鶏 塚」と呼ばれるものもあり、黄褐色を示す埴輪類をさ
きんけい

まざまに見立てたと考えられます。

　金津山古墳は、打出丘陵先端の崖面に築かれた海を大変意識した前方後円墳で、数

多く認められる 葺石 も海浜の 円礫 であることが確かめられています。寛政８年(1796)
ふきいし えんれき

の『摂津名所図会』にも、この古墳は描写され、西国街道を行き交う人々にも、「小

松」と称された松の樹林に覆われた墳丘はたいへん目立った存在と思われます。

市内の遺跡

①朝日ケ丘遺跡                 (朝日ケ丘町)

　縄文時代前期(約6000年前)の集落跡。

②芦屋神社境内古墳              (東芦屋町)

　古墳時代後期(７世紀初頭)の横穴式石室。

③芦屋廃寺跡                           (西山町)

　白鳳時代に建立された古代寺院跡。

④阿保親王塚古墳                 (翠ケ丘町)

古墳時代前期の大型古墳。阿保親王が

祭られていると伝えられている。

⑤徳川大坂城東六甲採石場 (岩ケ平刻印群)

　江戸時代に徳川氏が再築した大坂城の

　採石場。

⑥会下山遺跡 (三条町)

　弥生時代中期～後期(紀元前２世紀～

　紀元１世紀)の高地性集落。

⑦徳川大坂城東六甲採石場(奥山刻印群)

　江戸時代に徳川氏が再築した大坂城の

　採石場。

⑧金津山古墳                           (春日町)

　古墳時代中期の前方後円墳。

⑨呉川遺跡(呉川町)　徳川氏が再築した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大坂城の石垣石材を運ぶための船出し場。

⑩前田遺跡(前田町)　縄文時代晩期(約3000年前)から江戸時代に至るまでの複合遺跡。

⑪八十塚古墳群(六麓荘町・岩園町)　古墳時代後期～飛鳥時代(６世紀後半～７世紀中

　頃)の数十基からなる古墳群。

⑫六条遺跡(清水町)　弥生時代前期(約2500～2600年前)から江戸時代までの複合遺跡。
　

【市内の指定文化財】　

■国指定重要文化財　旧山邑邸住宅(淀川製鋼所迎賓館)

■県指定文化財　会下山遺跡・芦屋廃寺塔心礎　■市指定文化財　伝猿丸太夫之墓・日

吉神社石祠・徳川大坂城毛利家採石場出土刻印石・会下山遺跡出土青銅製漢式三翼鏃等

問い合わせ　生涯学習課文化財担当　緯31-9066

※
今
回
で
、
「
あ
し
や
の
民
話
」
は
終
了
し
ま
す
。

　
長
ら
く
の
ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


