
内
牧

う
ち
ま
き

・
梅
田

う
め
だ

の
地
名

ち
め
い 

 

内
牧
地
域
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
に
は
す
で
に
人
び
と
が
居
住
し
て
い
た
跡
が
み
ら
れ
る
。 

 

地
域
内
に
存
在
す
る
古
墳
群
は
、
い
ま
ま
で
七
、
八
世
紀
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
二
年
の
学
術
調
査
で
五
世
紀
ご
ろ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
古
代
の
御
名
代
部

み

な

し

ろ

べ

（
春
日
部
）
と
深
い
関
連
の
あ
る
地
域
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

中
世
に
な
っ
て
荘
園
時
代
は
太
田
荘
百
間
領
と
な
り
、
後
期
に
は
岩
槻
城
主
（
渋
江
氏
）
の
領
地
と
な
っ
た
。
近
世
に
な
る
と
正
徳
元
年
（
一

七
一
一
年
）
幕
府
直
轄
の
天
領
と
な
っ
た
。 

 

近
代
（
明
治
時
代
）
に
な
っ
て
浦
和
県
・
大
宮
県
を
経
て
、
明
治
四
年
埼
玉
県
に
属
し
、
明
治
二
十
二
年
町
村
制
施
行
に
よ
り
内
牧
村
と
梅

田
村
が
合
併
し
、
南
埼
玉
郡
内
牧
村
と
な
っ
た
。
昭
和
十
九
年
四
月
粕
壁
町
と
合
併
し
て
春
日
部
町
と
な
り
、
大
字
内
牧
・
梅
田
と
な
っ
た
。 

 

こ
の
地
域
の
地
名
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
地
名
誌
（
民
俗
学
者
韮
塚
一
三
郎

に
ら
づ
か
い
ち
さ
ぶ
ろ
う

著
）
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。 

〔
内
牧
村
〕 

「
マ
キ
」
に
は
牧
場
・
同
族
集
団
・
小
平
坦
地
等
い
ろ
い
ろ
の
意
味
が
あ
る
。
今
こ
こ
の
地
形
を
み
る
に
概
し
て
水
田
地
帯
に

あ
る
の
で
必
ず
し
も
牧
場
と
し
て
は
恰
好
の
地
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
内
牧
は
同
族
集
団
の
意
と
解
す
る
の
が
適
切
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
「
マ
キ
」
に
「
ウ
チ
」
と
冠
し
て
い
る
。
「
ウ
チ
」
の
語
は
同
族
に
冠
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

考
え
る
故
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
同
族
の
こ
と
を
「
イ
チ
マ
キ
」
（
ウ
チ
マ
キ
の
転
）
と
い
う
地
方
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

㊟
太
古
の
民
俗
は
血
族
ま
た
は
同
族
に
よ
っ
て
集
団
生
活
を
し
て
い
た
。 



〔
梅
田
村
〕 

梅
田
の
「
ウ
メ
」
と
は
梅
の
意
で
は
な
く
て
埋
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
梅
田
は
埋
田
で
あ
る
。
こ
の
地
は
古
隅
田
川
や
古

利
根
川
の
沿
岸
の
低
湿
地
で
あ
る
「
ド
ブ
」
・
溝
・
沼
な
ど
を
埋
立
て
田
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
名
と
み
る
、
と
あ
る
。 

 

し
か
し
「
春
日
部
市
史
」
の
編
さ
ん
を
す
る
作
業
の
な
か
で
多
少
こ
れ
ら
の
解
明
に
疑
義
も
う
か
ん
で
く
る
。
筆
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
。 

〔
内
牧
村
〕 

「
マ
キ
」
と
は
牧
（
ウ
マ
キ
）
で
は
な
く
「
任
」
（
マ
キ
）
で
あ
る
「
マ
ケ
」
の
転
じ
た
も
の
（
大
言
海
よ
り
）
で
、
万
葉
集

の
中
に
「
末
伎
」
と
い
う
万
葉
仮
名
が
あ
る
。
ま
た
、
「
ウ
チ
」
と
は
我
、
ま
た
は
オ
ノ
レ
と
い
う
意
で
あ
る
（
大
言
海
よ
り
）
。
こ
の
よ
う

な
事
項
か
ら
考
え
て
、
御
名
代
部
春
日
部
に
関
連
の
あ
る
こ
の
地
を
統
治
し
た
朝
廷
の
臣
が
い
た
こ
と
か
ら
想
定
し
て
、
オ
ノ
レ
に
任
さ
れ
た

地
の
意
と
解
し
て
「
内
牧
」
（
内
任
の
転
）
と
み
る
。 

〔
梅
田
村
〕 

古
老
の
語
り
伝
え
と
地
形
か
ら
推
測
す
る
と
、
千
六
年
前
の
天
延
元
年
（
九
七
四
年
）
の
梅
若
丸
伝
説
に
よ
る
隅
田
川
に
投
げ

込
ま
れ
た
場
所
は
こ
の
付
近
で
、
袋
村
に
て
救
い
あ
げ
ら
れ
た
ら
し
い
と
の
話
が
あ
り
、
い
ま
も
そ
の
場
所
に
梅
若
山
王
権
現
と
し
て
山
王
社

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
隅
田
川
、
利
根
川
は
こ
の
地
方
の
低
地
を
濫
流

ら
ん
り
ゅ
う

し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
後
河
川
の
流
路
が
変
わ
っ
て
干

拓
さ
れ
開
か
れ
た
場
所
で
あ
り
水
田
地
帯
と
な
っ
た
と
い
う
。
地
名
は
梅
若
伝
説
の
「
梅
」
を
と
り
、
梅
田
と
な
っ
た
と
解
す
る
。 

初
出
「
広
報
か
す
か
べ 

昭
和
五
十
四
年
二
月
」
か
す
か
べ
の
歴
史
余
話  


