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女
人
堤
防

●女人堤防付近概略図

女人堤防

神戸城跡（現・神戸公園）
かんべ

女人堤防碑　碑の左にはここより東側が神戸領だったことを示す道標が立つ

は
じ
め
に

　

三
重
県
鈴
鹿
市
の
汲
川
原
町
は
、
鈴
鹿

川
の
北
岸
に
面
し
た
東
海
道
沿
い
の
町
で

す
。
東
隣
り
に
は
庄
野
宿
、
東
海
道
を
西

に
５
㎞
ほ
ど
進
め
ば
亀
山
宿
へ
至
り
ま

す
。
す
ぐ
南
西
に
は
、
鈴
鹿
川
と
安
楽
川

の
合
流
地
点
が
あ
る
た
め
、
昔
か
ら
水
害

に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

土
地
柄
か
ら
か
、
町
の
西
境
に
は
女
人
堤

防
と
呼
ば
れ
る
堤
防
跡
の
よ
う
な
土
盛
り

が
あ
り
ま
す
。

　

女
人
堤
防
は
、
鈴
鹿
川
の
本
堤
防
と
直

角
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
途
中
、
旧
東
海

道
と
国
道
１
号
線
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
ま

す
が
、
長
さ
は
本
堤
防
か
ら
北
へ
芥
川
ま

で
の
４
０
０
ｍ
程
度
で
す
。

　

高
さ
は
１
ｍ
か
ら
せ
い
ぜ
い
１
・
５
ｍ

く
ら
い
。
女
人
堤
防
の
上
に
は
車
一
台
が

通
れ
る
道
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
昔

は
も
う
少
し
高
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
位
置
と
い
い
規
模
と
い
い
、
本
当
に

こ
れ
が
堤
防
と
し
て
役
立
っ
た
の
か
疑
問

に
思
え
ま
す
。
ま
あ
、
そ
れ
は
さ
て
お

き
、
と
り
あ
え
ず
女
人
堤
防
の
伝
説
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

女
人
堤
防
の
伝
説

　

「
む
か
し
汲
川
原
に
暮
ら
す
村
人
は
、

鈴
鹿
川
の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い

た
。
も
っ
と
堤
防
を
高
く
し
た
か
っ
た

が
、
対
岸
に
あ
る
神
戸
藩
の
城
下
に
水
が

入
る
の
で
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な

時
、
お
菊
と
い
う
娘
が
あ
る
提
案
を
し

た
。
禁
を
犯
し
て
男
た
ち
が
打
ち
首
に
な

れ
ば
、
村
の
将
来
に
支
障
が
あ
る
。
こ
こ

は
私
た
ち
女
が
や
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し

て
お
菊
た
ち
女
は
、
夜
に
な
る
と
堤
防
を

造
り
続
け
た
。

　

し
か
し
、
神
戸
藩
主
・
本
多
忠
升
の
知

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
お
菊
た
ち
は
処
刑

場
へ
引
き
出
さ
れ
る
が
、
家
老
・
松
野
清

邦
の
諫
め
に
よ
っ
て
、
間
一
髪
で
許
し
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
え
、
藩
主

か
ら
健
気
だ
と
褒
め
ら
れ
て
金
一
封
が
贈

ら
れ
た
と
い
う
」

　

こ
の
伝
説
の
中
で
、
神
戸
藩
の
城
下
町

を
氾
濫
か
ら
守
る
た
め
に
、
汲
川
原
は
堤

防
の
嵩
上
げ
が
で
き
な
か
っ
た
と
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
両
岸
の
ど
ち
ら
か
が
高
い

堤
防
を
造
っ
て
し
ま
え
ば
、
洪
水
は
対
岸

へ
流
れ
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
の

よ
う
な
わ
け
で
、
こ
の
辺
り
に
は
神
戸
藩

の
城
下
町
を
守
る
た
め
に
、
汲
川
原
側
の

北
岸
に
堤
防
を
造
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
も
文
献
上
の
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
伝
説
自
体
も
女
た
ち
が
打
ち
首
に
な
っ

て
も
支
障
は
な
い
よ
う
な
言
い
回
し
と

か
、
処
刑
し
よ
う
と
命
じ
た
藩
主
が
、
人

が
変
っ
た
よ
う
に
賞
賛
す
る
と
か
、
少
々

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

女
人
堤
防
の
位
置

　

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
女
人
堤
防
は
鈴

鹿
川
の
本
堤
防
で
は
な
く
、
そ
れ
と
直
角

に
汲
川
原
の
西
境
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
本
当
に
堤
防
で
あ
れ
ば
、
西
か
ら

の
水
を
防
ぐ
た
め
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

汲
川
原
の
南
西
に
は
安
楽
川
と
鈴
鹿
川

の
合
流
地
点
が
あ
り
、
こ
こ
は
最
も
氾

濫
し
や
す
い
場
所
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

女
人
堤
防
は
こ
の
辺
り
の
本
堤
防
が
決

壊
し
た
り
、
水
が
乗
り
越
え
た
場
合
の

二
次
防
御
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す

の
で
、
鈴
鹿
川
本
流
の
洪
水
発
生
時
に

対
岸
へ
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
考
え
に
く

い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

西
隣
は
亀
山
領
、汲
川
原
は
…

　

女
人
堤
防
を
造
ら
れ
て
本
当
に
困
る
の

は
、
堤
防
の
西
側
に
あ
る
中
富
田
や
西
富

田
と
い
っ
た
村
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
亀

山
藩
の
領
内
で
し
た
。
対
す
る
汲
川
原
と

い
え
ば
、
関
ヶ
原
の
合
戦
後
か
ら
神
戸
藩

が
治
め
て
い
ま
し
た
が
、
寛
永
13
年
（
１

６
３
６
）
か
ら
は
幕
府
領
と
な
り
、
延
享

２
年
（
１
７
４
５
）
に
至
っ
て
再
び
神
戸

領
に
戻
り
ま
し
た
。

　

亀
山
藩
と
の
力
関
係
だ
け
か
ら
見
れ

ば
、
女
人
堤
防
が
造
ら
れ
た
時
期
は
、
汲

川
原
が
幕
府
領
だ
っ
た
期
間
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
伝
説

で
は
神
戸
領
時
代
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
本
多
忠
升
の
治
世
だ
っ
た
享
和

３
年
（
１
８
０
３
）
か
ら
天
保
11
年
（
１

８
４
０
）
の
間
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
で

は
、
こ
の
時
期
に
女
た
ち
が
堤
防
を
造
ら

ね
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
か
、
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
役
普
請

　

例
え
ば
忠
升
が
藩
主
と
な
る
前
年
の
享

和
２
年
（
１
８
０
２
）
６
月
27
日
に
、
鈴

鹿
川
は
大
氾
濫
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
神

戸
領
内
の
堤
防
が
多
く
決
壊
し
、
人
家
、

田
畑
だ
け
で
な
く
寺
院
の
鐘
ま
で
流
さ
れ

る
あ
り
さ
ま
で
し
た
。
そ
こ
で
、
前
藩
主

の
本
多
忠
奝
は
自
力
で
の
復
旧
が
不
可
能

だ
と
考
え
、
幕
府
に
対
し
て
国
役
普
請
を

願
い
で
ま
し
た
。

　

国
役
普
請
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
20
万

石
以
下
の
大
名
領
な
ど
に
限
っ
て
、
自
力

の
復
旧
が
困
難
な
水
害
を
受
け
た
場
合
、

治
水
工
事
費
の
一
部
を
幕
府
が
負
担
し
、

残
り
は
所
定
の
国
々
か
ら
徴
収
し
て
工
事

を
行
う
施
工
制
度
を
い
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
損
害
を
受
け
た
領
主
は
、
工
事

費
用
な
ど
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

布
鎌
新
田
の
場
合

　

場
所
は
変
わ
り
ま
す
が
、
利
根
川
下
流

に
面
す
る
布
鎌
新
田
（
現
・
千
葉
県
印
旛

郡
栄
町
）
で
は
、
享
保
６
年
（
１
７
２

１
）
の
洪
水
で
決
壊
し
た
堤
防
を
国
役
普

請
で
修
理
し
た
だ
け
で
な
く
、
利
根
川
対

岸
の
中
谷
村
の
破
堤
箇
所
の
工
事
に
、
布

鎌
新
田
の
困
窮
し
て
い
る
女
や
子
供
６
０

０
人
余
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災

害
匡
救
事
業
と
し
て
賃
金
を
得
さ
せ
て
い

ま
す
。

神
戸
藩
の
場
合
は
？

　

も
し
、
享
和
２
年
に
神
戸
領
を
襲
っ
た

大
氾
濫
の
復
旧
に
、
忠
奝
の
願
い
通
り
国

役
普
請
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
国
役
普
請
は
幕
府
主
導

で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
汲
川
原
の
西
の
境

に
小
さ
な
堤
防
を
造
る
と
し
て
も
、
亀
山

藩
は
強
く
反
対
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
事
業
は
翌
年
か

ら
始
ま
る
忠
升
の
代
ま
で
続
け
ら
れ
、
災

害
匡
救
と
し
て
多
く
の
女
が
参
加
し
、
そ

れ
が
語
り
継
が
れ
て
女
人
堤
防
の
伝
説
へ

と
変
化
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
政
４
年
の
引
堤

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
。
や
は
り
忠
升
の
代

で
あ
る
文
政
４
年
（
１
８
２
１
）
頃
に
庄

野
宿
の
要
請
に
よ
っ
て
、
鈴
鹿
川
の
河
幅

を
広
げ
る
引
堤
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
堤
防
を
岸
側
に
引
い
て
河
幅
を
広
げ

る
工
事
の
こ
と
で
、
こ
の
際
に
26
石
余
の

田
が
潰
れ
て
お
り
、
そ
の
分
の
年
貢
を
神

戸
藩
と
汲
川
原
・
庄
野
・
中
富
田
の
三
ヶ

村
で
負
担
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に

女
人
堤
防
付
近
の
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
田
を
潰
さ
れ
た
農
民

が
、
工
事
に
参
加
し
て
生
活
の
糧
を
得
て

い
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
こ
に
は
女
や
子
供

も
多
く
い
た
こ
と
か
ら
、
女
人
堤
防
の
伝

説
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
女
人
堤
防
の
伝
説
に
そ
っ

て
、
本
多
忠
升
の
領
主
時
代
に
女
性
が
堤

防
工
事
に
参
加
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ

り
え
た
の
か
を
、
考
え
て
み
ま
し
た
。
し

か
し
、
必
ず
し
も
女
性
が
参
加
し
た
か
ら

「
女
」
の
名
が
残
る
と
は
限
ら
な
い
事
例

も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
群
馬
県
の
「
女

堀
」
と
い
う
中
世
の
廃
溝
跡
で
は
、
役
に

立
た
な
い
堀
で
あ
る
こ
と
か
ら
老
女
を
意

味
す
る
「
嫗
（
オ
ウ
ナ
）
」
や
、
大
溝
の

古
語
読
み
「
オ
オ
ウ
ナ
デ
」
か
ら
転
化
し

た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
神
奈
川
県
の
二
ヶ
領
用
水
の
場

合
は
、
多
摩
川
か
ら
の
取
水
口
が
２
か
所

あ
り
、
上
流
の
用
水
路
を
「
男
堀
」
、
下

流
は
「
女
堀
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
女
人
堤
防
も
本
堤
防
を

男
と
み
た
て
て
名
付
け
ら
れ
た
の
か
も
し

れ
ず
、
名
前
が
先
行
し
て
伝
説
が
付
会
さ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

国道
１号

国道１号

鈴鹿川

安楽川

鈴鹿川

芥川

旧東海道

女人堤防

西富田
中富田

汲川原

庄野

神戸藩城下
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