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蕨
市
は
面
積
が
日
本
一
小
さ
い

市
で
、
川
口
市
と
共
に
川
口
低
地

と
呼
ば
れ
る
沖
積
低
湿
地
帯
の
た

め
植
物
の
わ
ら
び
は
生
え
な
い
。

蕨
と
い
う
地
名
の
由
来
は
一
説

に
、
六
歌
仙
の
一
人
、
在
原
業
平

が
武
蔵
野
を
旅
し
て
い
た
時
泊
め

て
も
ら
っ
た
家
で
、
囲
炉
裏
に
わ

ら
を
く
べ
て
い
た
。
訳
を
聞
く

と
、
こ
の
辺
り
に
は
樹
木
が
無
い

の
で
薪
が
な
く
、
わ
ら
で
暖
を
と

っ
て
い
る
と
の
こ
と
、
こ
れ
を
聞

い
た
業
平
が
、
こ
の
名
も
な
い
里

に
「
藁
火
の
里
」
と
名
づ
け
た
。

と
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
「
蕨
宿
」
は
、
埼

玉
県
下
中
山
道
九
宿
の
う
ち
最
も

栄
え
て
い
ま
し
た
。「
戸
田
の
渡

し
」
を
控
え
度
々
の
荒
川
川
止
め

の
た
め
旅
龍
が
多
く
、
飯
盛
女
も

沢
山
い
て
繁
盛
し
て
い
ま
し
た
。

宿
中
央
に
あ
る
宿
本
陣
跡
が
資
料

館
に
な
っ
て
い
て
蕨
を
知
る
多
く

の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
ど
こ
ろ
の
一
つ
に
市
役
所
の
裏

に
「
甘
露
山
長
泉
寺
」
が
あ
り
ま

す
。
寺
域
の
大
半
が
駐
車
場
や
住

宅
に
な
っ
た
の
で
鐘
楼
の
行
き
場

が
な
く
な
り
、
新
築
し
た
伽
藍
の

屋
上
に
梵
鐘
が
据
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
屋
上
の
梵
鐘
の
光
景
は
珍
し

い
。近

く
の
公
園
に
「
蕨
城
跡
」
の

大
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。「
風

土
記
に
は
、
蕨
城
は
四
方
二
町
ば

か
り
な
る
平
地
。」
と
あ
る
か
ら
、

弓
矢
の
戦
い
に
耐
え
得
る
砦
程
度

の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
南
北
朝
時
代
に
築
城
し
て
約

七
十
年
間
で
落
城
し
消
え
去
っ
て

い
ま
す
。

北
町
三
丁
目
に
女
工
哀
史
の
悲

惨
な
歴
史
の
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
。
蕨
地
方
は
明
治
期
に
機
織
り

の
町
と
し
て
栄
え
て
、
徳
丸
家
の

裏
に
塀
に
囲
ま
れ
た
数
棟
の
工
場

の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
周

囲
は
二
米
程
の
堀
で
囲
ま
れ
（
今

は
石
の
蓋
が
し
て
あ
る
）
出
入
り

口
の
一
部
に
一
枚
板
の
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
板
の
外
側
に
鎖

が
付
け
ら
れ
夜
間
は
板
を
跳
ね
上

げ
て
女
工
遠
の
逃
亡
を
防
ぐ
為
の

仕
掛
け
の
あ
る
「
は
ね
橋
」
が
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。
極
め
て
過
酷

な
雇
用
状
態
が
横
行
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

蕨
市
役
所
か
ら
中
山
道
を
挟
み

一
キ
ロ
弱
の
距
離
に
戸
田
市
役
所

が
あ
り
、
両
市
の
合
併
話
が
あ
る

が
な
か
な
か
前
に
進
み
ま
せ
ん
。

戸
田
市
は
昔
か
ら
財
政
が
豊
か

で
、
税
金
や
公
共
料
金
が
周
辺
都

市
に
比
べ
安
い
の
で
す
。
中
山
道

時
代
で
も
、「
戸
田
渡
船
場
」
は

蕨
宿
と
共
に
下
戸
田
村
が
管
轄
し

て
い
て
、（
明
治
八
年
戸
田
橋
完

成
ま
で
）
そ
の
日
の
水
量
に
よ
っ

て
勝
手
に
二
倍
・
四
倍
と
値
上
げ

を
し
て
暴
利
を
貪
っ
て
い
た
と
の

こ
と
、
但
し
お
武
家
さ
ん
は
無
料

だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
今
の
議
員

さ
ん
が
Ｊ
Ｒ
乗
り
放
題
無
料
と
い

う
風
習
が
昔
か
ら
あ
っ
た
と
思
う

と
恨
め
し
い
。
現
在
は
戸
田
ボ
ー

ト
の
収
益
が
市
の
財
政
を
潤
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

戸
田
市
西
部
の
笹
目
地
区
は
、

荒
川
の
度
重
な
る
氾
濫
で
肥
え
た

土
砂
が
流
れ
込
み
土
壌
が
良
く
て

米
の
生
産
率
が
高
く
、
往
時
武
蔵

国
中
で
も
最
高
に
評
価
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

笹
目
郷
（
佐
々
目
郷
）（
現
在

の
笹
目
・
美
女
木
・
さ
い
た
ま
市

内
谷
・
曲
本
・
松
本
）
は
、
鎌
倉

時
代
に
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
へ
寄

進
さ
れ
江
戸
時
代
初
期
ま
で
鶴
岡

八
幡
宮
の
神
領
地
で
し
た
。
年
貢

米
が
多
い
の
で
笹
目
郷
は
鶴
岡
八

幡
宮
の
財
政
の
七
〇
％
を
賄
っ
て

い
た
と
の
こ
と
で
す
。
美
女
木
に

あ
る
「
美
女
木
八

幡
神
社
」
は
鶴
岡

八
幡
宮
の
分
社
と

し
て
栄
え
た
古
刹

で
、
頼
朝
が
奥
州

討
伐
の
時
必
勝
祈

願
に
立
ち
寄
っ
て

い
ま
す
。

戸
田
市
西
部
地

区
と
鎌
倉
と
の
密

接
な
関
係
か
ら
、

埼
玉
県
内
を
通
る

鎌
倉
街
道
（
上
つ

道
・
中
つ
道
・
下

つ
道
）
と
は
別

に
、
荒
川
沿
い
に

美
女
木
八
幡
社
の

前
を
通
り
笹
目
橋

下
流
の
「
早
瀬
の

渡
し
」
に
至
る
「
鎌
倉
古
道
」
と

云
わ
れ
る
街
道
が
あ
り
、
往
時
を

偲
ば
せ
る
足
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
。蕨

市
・
戸
田
市
は
、
埼
玉
県
と

云
う
よ
り
東
京
都
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
と
し
て
益
々
発
展
し
て
い
く
も

の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
パ
レ
ス
武
蔵

浦
和　

小
島
次
郎
）

連
載 

私
の
町
は
ど
ん
な
町
①

�
─
蕨
市
・
戸
田
市
─

今
シ
リ
ー
ズ
は
皆
さ
ん
の
住
む
町
の
歴

史
を
取
り
上
げ
る
新
シ
リ
ー
ズ
で
す
。

中
山
道
を
北
へ
た
ど
り
ま
す
。

美女木八幡神社


