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「
女
堀
」の
名
称
由
来

は
じ
め
に

　

赤
城
山
の
南
麓
、
群
馬
県
伊
勢
崎
市
の

J
R
国
定
駅
か
ら
北
北
西
へ
、
地
図
上
直

線
距
離
に
し
て
約
９
０
０
ｍ
に
「
つ
つ
み

公
園
」
が
あ
り
ま
す
。
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ

場
と
し
て
整
備
さ
れ
た
南
北
に
細
長
い
公

園
で
、「
女
堀
」
と
い
う
古
代
の
灌
漑
用

水
路
の
終
末
点
に
あ
た
り
ま
す
。
遺
構
は

ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
前
橋

市
上
泉
町
付
近
の
桃
木
川
を
取
水
点
と
し

て
、
東
南
東
へ
と
進
み
、
つ
つ
み
公
園
が

あ
る
西
国
定
ま
で
全
長
約
12
㎞
、
幅
15
〜

20
ｍ
、
深
さ
３
〜
４
ｍ
に
わ
た
っ
て
開
削

さ
れ
た
大
規
模
な
水
路
で
し
た
。

　
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
は
、
女
堀

の
名
称
由
来
と
し
て
「
鎌
倉
二
位
尼
頼
朝

の
妻
政
子
一
夜
に
し
て
竣
功
せ
ず
、
其
儘

に
あ
り
し
」
と
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
開

削
者
は
女
堀
の
配
水
地
に
あ
た
る
荘
園
の

在
地
領
主
だ
っ
た
秀
郷
流
藤
原
氏
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
群
馬
や
埼
玉
、

東
京
、
長
野
の
各
地
に
同
名
の
堀
名
ま
た

は
地
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
赤
城
山
南
麓

の
堀
跡
の
固
有
名
で
は
な
い
こ
と
も
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

「
嫗
」
が
転
訛

　

東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
の
峰
岸
純
夫

氏
は
、
女
堀
と
呼
ば
れ
る
水
路
の
ほ
と
ん

ど
が
廃
溝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
役
に
立
た

な
い
老
女
を
意
味
す
る
「
嫗
（
オ
ウ
ナ
）」

を
つ
け
た
「
嫗
堀
」
の
呼
称
が
発
生
し
、

そ
れ
が
転
訛
し
て
女
堀
に
な
っ
た
と
推
測

し
て
い
ま
す
。
こ
の
説
は
、
峰
岸
氏
が
東

国
中
世
史
の
権
威
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
有

力
な
説
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
嫗
」
と
い
う
語
に
「
役
に

立
た
な
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
か
疑

問
で
あ
り
、
古
く
な
っ
た
り
、
使
用
さ
れ

な
く
な
っ
た
灌
漑
施
設
は
、
単
に
「
古
」

を
つ
け
て
古
井
・
古
池
・
古
溝
・
古
川
な

ど
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

ウ
ナ
テ
が
転
訛

　

こ
れ
と
は
別
に
、『
日
本
書
紀
』
で
は

「
溝
」
を
「
ウ
ナ
テ
」
と
読
ま
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
大
溝
堀
が
転
訛
し
て
、
女
堀

に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、こ
の
説
に
対
し
て
も
「
溝
」
と
「
堀
」

は
水
路
を
意
味
す
る
類
似
語
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
溝
堀
」
と
重
ね
る
の
は
不
自
然

で
あ
る
と
の
反
論
も
あ
り
ま
す
。

あ
ふ
な
あ
ふ
な

　
「
嫗
」
と
「
大
溝
堀
」
の
転
訛
説
に
反

論
し
た
、
群
馬
大
学
名
誉
教
授
の
森
田
悌

氏
は
、
赤
城
の
女
堀
と
埼
玉
県
川
越
市
の

女
堀
に
共
通
す
る
工
法
に
着
目
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
小
間
割
り
で
施
工
さ
れ
て

お
り
、
森
田
氏
は
こ
の
工
法
が
由
来
す
る

と
い
う
説
を
と
な
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、『
伊
勢
物
語
』
九
二
段
の
「
あ

ふ
な
あ
ふ
な
思
ひ
は
す
べ
し
な
ぞ
へ
な
く

高
き
賎
し
き
苦
し
か
り
け
り
」
と
い
う
歌

の
「
あ
ふ
な
あ
ふ
な
」
が
、「
そ
れ
ぞ
れ
」

と
か
「
身
分
相
応
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

か
ら
、「
あ
ふ
な
」
が
「
嫗
（
オ
ウ
ナ
）」

に
転
訛
し
て
、
さ
ら
に
女
堀
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
す
。

　

し
か
し
、
当
時
「
あ
ふ
な
」
が
「
そ
れ

ぞ
れ
」
と
い
う
意
味
で
、
一
般
化
し
て
い

た
か
疑
問
で
す
し
、
小
間
割
り
施
工
で

あ
っ
た
な
ら
、
非
常
に
小
さ
い
様
を
表
す

「
細（
コ
マ
）か
い
」を
転
訛
し
た「
コ
マ
堀
」

で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

東
京
の
六
郷
用
水

　

こ
こ
で
東
京
の
多
摩
川
を
取
水
源
と
し

た
六
郷
用
水
の
例
を
見
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
六
郷
用
水
は
、
慶
長
16
年
（
１
６

１
１
）
に
完
成
し
、
３
０
０
年
以
上
後
の

第
二
次
大
戦
後
ぐ
ら
い
ま
で
役
割
を
果
た

し
ま
し
た
。
こ
の
六
郷
用
水
も
大
田
区
西

嶺
町
か
ら
鵜
ノ
木
に
か
け
て
は
、
女
堀
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
群
馬
や
埼
玉
の

女
堀
と
は
少
し
事
情
が
違
い
ま
す
。
六
郷

用
水
は
供
用
中
の
こ
ろ
か
ら
、
女
堀
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
る
の

で
す
。

　

例
え
ば
、
国
学
者
の
高
田
与
清
は
文
化

12
年
（
１
８
１
５
）
に
『
世
田
谷
紀
行
』

の
中
で
、
工
事
が
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
と

こ
ろ
、
女
を
参
加
さ
せ
た
ら
男
ど
も
が
発

奮
し
て
上
手
く
い
っ
た
の
で
、
女
堀
と
い

う
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
女

堀
は
、
必
ず
し
も
廃
溝
の
み
に
与
え
ら
れ

た
名
称
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

女
性
を
参
加
さ
せ
た

　

六
郷
用
水
の
工
事
に
は
他
に
も
、
農
業

の
支
障
に
な
ら
な
い
よ
う
に
女
を
労
働
力

の
主
体
と
し
た
と
か
、
男
10
人
に
女
を
１

人
の
割
合
で
加
え
、
現
場
が
険
悪
に
な
ら

な
い
よ
う
に
し
た
と
か
、
理
由
は
と
も
か

く
女
性
を
工
事
に
参
加
さ
せ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

実
際
、
六
郷
用
水
は
、
多
摩
川
を
挟
ん

だ
対
岸
の
二
ヶ
領
用
水
と
３
ヵ
月
交
代
で

交
互
に
施
工
さ
れ
、
年
末
年
始
し
か
休
み

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
非
常
に
過
密
な

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
の
で
、
男
性
だ
け
で
は

農
業
と
両
立
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
女
性

も
労
働
力
と
し
て
投
入
さ
れ
て
い
て
も
不

思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

男
堀
と
女
堀

　

一
方
、
二
ヶ
領
用
水
の
場
合
、
多
摩
川

か
ら
の
取
水
口
が
２
ヵ
所
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
水
路
が
J
R
南
武
線
久
地
駅
付
近
で

合
流
す
る
の
で
す
が
、
上
流
か
ら
取
水
し

た
用
水
路
は
「
男
堀
」、
下
流
は
「
女
堀
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
男
坂
」「
女
坂
」
な
ど
の
男
女
対
か
ら
な

る
命
名
と
考
え
ら
れ
、「
上
下
」
を
「
男
女
」

に
仮
託
し
た
の
で
し
ょ
う
。
女
堀
と
呼
ば

れ
る
下
流
側
の
水
路
は
、
上
流
側
の
後
に

掘
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
完
成
の

順
序
で
名
づ
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
由
来
が
比
較
的
明

確
で
あ
り
、
す
べ
て
の
女
堀
が
一
貫
し
て

同
じ
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
理
由
か

ら
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
一
例

で
す
。

童
女
堰

　

こ
の
他
に
古
代
の
地
名
が
由
来
と
な
っ

た
例
も
あ
り
ま
す
。
長
野
県
上
田
市
の
旧

吉
田
堰
は
、
古
く
は
童
女
堰
・
嬢
堰
・
女

堰
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。『
小
県

郡
史
』
に
よ
れ
ば
、「
和
名
類
聚
抄
」
に

み
え
る
小
県
郡
童
女
郷
に
み
ち
び
く
た
め

の
水
路
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
説
明
し
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
堰
は
、
安
曇
野
で
用
水

路
を
さ
し
ま
す
。

ウ
ナ
は
畝
？

　

赤
城
の
女
堀
に
つ
い
て
、
そ
の
姿
形
か

ら
由
来
を
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
説
も

あ
り
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

六
郷
用
水
の
女
堀
は
、「
オ
ナ
ボ
リ
」

と
読
み
、
他
の
地
域
の
女
堀
も
か
つ
て
は

同
じ
読
み
を
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
赤
城
の
女
堀
は
、
溝
の
側
に

排
土
が
盛
り
上
げ
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
さ
き
に
溝
の
古
語
読
み

を
「
ウ
ナ
テ
」
と
紹
介
し
ま
し
た
が
、
ウ

ナ
テ
の
「
ウ
ナ
」
は
、「
畝
（
ウ
ネ
）」
で

あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
畝
は
畑
の

作
物
を
植
え
つ
け
る
目
的
で
連
続
に
溝
を

切
り
、
そ
の
土
を
溝
の
側
に
細
長
く
盛
り

上
げ
た
も
の
を
言
い
ま
す
。

　

宅
地
開
発
が
は
じ
ま
る
以
前
、
広
大
な

大
地
に
延
々
と
続
い
て
い
た
女
堀
は
、
連

続
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
両
側
に
排
土
が

盛
り
上
げ
ら
れ
た
様
子
が
、
遠
く
か
ら
俯

瞰
す
れ
ば
畝
の
よ
う
に
見
え
た
か
も
し
れ

ず
、そ
れ
を
人
々
は「
ウ
ナ
ボ
リ
」と
呼
び
、

い
つ
し
か
「
オ
ナ
ボ
リ
」
に
転
訛
し
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
は
形
状
が
畝
に
似
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
以
上
の
根
拠
は
な
く
、

「
ウ
ナ
」
が
「
オ
ナ
」
に
転
訛
し
、
そ
こ

に
「
女
」
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
あ
り
え

た
の
か
、
つ
き
つ
め
て
は
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
私
は
物
事
の
名
づ
け
方
は
、
単
純
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
カ
ブ
ト
ム
シ
は
、
兜
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

兜
を
被
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
↓
鎧
武

者
の
よ
う
だ
↓
勇
ま
し
い
↓
よ
っ
て
イ
サ

マ
ム
シ
に
し
よ
う
な
ど
と
、
捻
っ
た
連
想

は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
の
堀
跡
の
名

に
し
て
も
、
女
が
参
加
し
た
か
ら
、
男
女

対
に
し
た
か
ら
、
ま
た
は
形
状
や
地
名
な

ど
か
ら
、
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

つつみ公園

二ヶ領用水　宿河原の取水堰

二ヶ領用水の宿河原線（下流側の水路）
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