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･世帯数　　25,101

･人口（男）22,469

･人口（女）23,089

･人口（計）45,558

回
　
覧

〜
榎
本
真
大
・
知
代
さ
ん
に
聞
く
〜

（
欧
風
菓
子
エ
ノ
モ
ト
の
閉
店
・
池
上
６
丁
目
）

池
上
の
昔
を
語
る（
35
）

す
。そ
れ
に
伴
い
、欧
風
菓
子
工
ノ
モ

ト
を「
エ
ノ
モ
ト
洋
菓
子
店
」に
変
え

ま
し
た
が
再
び
元
の「
欧
風
菓
子
工

ノ
モ
ト
」に
戻
し
ま
し
た
。最
初
は
午

前
８
時
か
ら
午
後
９
時
迄
の
営
業
で

し
た
が
、最
終
的
に
は
午
前
10
時
か

ら
午
後
7
時
迄
に
な
り
ま
し
た
。

　

ケ
ー
キ
で
一
番
売
れ
た
の
は

シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
で
し
た
。最
初
は

た
し
か
一
個
200
円
で
し
た
が
、閉
店

時
は
680
円
で
し
た
。人
件
費
と
材

料
費
の
高
騰
に
立
ち
向
か
っ
て
き

た
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が…

閉

店
の
貼
り
紙
を
出
し
て
数
日
後
か

ら
お
客
様
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に

な
り
、ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。

　
も
う
随
分
前
か
ら
ビ
ル
の
老
朽

化
が
始
ま
り
、い
ろ
い
ろ
手
立
て
を

検
討
し
た
の
で
す
が
、配
管
を
修
理

す
る
だ
け
で
ビ
ル
を
解
体
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
、リ
フ
ォ
ー
ム
を

諦
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
祖
父
は
三
代
目
が
潰
す
と
言
っ

て
い
た
の
で
す
が
、そ
の
通
り
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。池
上
に

移
っ
て
70
年
以
上
、も
ち
ろ
ん
本
当

は
や
め
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。」

　
85
歳
の
母
・
知
代
さ
ん
を
前
に
、

榎
本
真
大
さ
ん
は
、「
4
月
初
め
、初

め
て
池
上
本
門
寺
に
桜
を
見
に
行

き
ま
し
た
。こ
ん
な
に
桜
が
あ
る
の

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。今
度
は
お

会
式
が
楽
し
み
で
す
」と
語
り
ま
す
。

所
と
し
て
始
め
ま
し
た
。愛
知
県
の

出
身
だ
っ
た
の
で
三
河
屋
と
名
付
け

た
わ
け
で
す
。池
上
に
移
っ
て
き
た

の
は
戦
後
間
も
な
い
頃
で
、三
河
屋

製
パ
ン
所
と
し
て
の
再
出
発
で
し
た
。

　

昭
和
９
年
生
ま
れ
の
父
・
久
雄

は
立
教
大
学
を
卒
業
後
、三
河
屋

製
パ
ン
所
に
入
社
し
、昭
和
33
年
ご

ろ
喫
茶
店
を
併
設
し
ま
し
た
。昭

和
55
年
、現
在
の
エ
ノ
モ
ト
ビ
ル
を

建
設
し
ま
し
た
が
、62
〜
63
年
頃

父
は
パ
ン
屋
を
や
め
、ケ
ー
キ
屋
と

喫
茶
店
に
切
替
え
ま
し
た
。パ
ン
工

場
は
、最
後
ま
で
営
業
し
た
喫
茶

室
の
窓
か
ら
庭
が
見
え
た
と
思
い

ま
す
が
、そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。一
階

が
パ
ン
、二
階
が
ケ
ー
キ
、三
階
が

資
材
置
場
で
し
た
。

　

私
が
父
か
ら
経
営
を
引
き
継
い

だ
の
は
30
年
前
の
27
歳
の
時
で
し
た
。

徳
持
小
学
校
に
通
っ
て
い
る
頃
は

塾
通
い
で
し
た
。中
高
大
と
玉
川
学

園
で
、家
の
前
の
池
上
駅
か
ら
池
上

線
で
五
反
田
に
出
て
、山
手
線
に
乗

り
新
宿
か
ら
小
田
急
線
で
通
い
ま

し
た
。大
学
卒
業
後
中
外
製
薬
に
入

り
、四
年
間
Ｍ
Ｒ(

医
療
情
報
担
当
）

の
仕
事
に
従
事
し
ま
し
た
が
、姉
か

ら
、引
き
継
ぐ
の
な
ら
は
っ
き
り
し

な
さ
い
と
助
言
さ
れ
て
、引
き
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。」

　
〔
久
雄
氏
は
当
時
、民
生
委
員
と

し
て
八
面
六
臂
の
活
躍
を
さ
れ
て

い
た
。〕

　
父
が
引
退
し
、私
が
引
き
継
い
で

す
ぐ
ケ
ー
キ
工
場
を
一
階
に
移
し
ま

し
た
。ケ
ー
キ
を
主
力
に
し
た
の
で

　
２
月
17
日
、欧
風
菓
子
工
ノ
モ

ト
の
店
頭
に
、突
然「
閉
店
の
お
知

ら
せ
」の
貼
り
紙
が
掲
げ
ら
れ
ま
し

た
。『
１
９
２
２
年
創
業
以
来
、パ

ン・ケ
ー
キ・
喫
茶
と
102
年
に
亘
り

地
元
の
皆
様
に
ご
愛
顧
頂
き
ま
し

た
が
、工
場
建
物
の
老
朽
化
に
よ
り
、

２
０
２
４
年
３
月
17
日（
日
）に
て

閉
店
さ
せ
て
頂
く
事
に
な
り
ま
し

た
。お
客
様
に
は
心
よ
り
の
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。残
り
少
な
い
日
々

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、従
業
員
一
同
、

皆
様
の
ご
来
店
を
心
よ
り
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。』

　
昭
和
40
年
生
ま
れ
の
榎
本
真
大

さ
ん
が
閉
店
を
決
意
し
た
の
は「
昨

年
の
年
末
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
後
で
し

た
。本
門
寺
へ
の
初
詣
の
お
客
様
を

迎
え
た
か
っ
た
」と
そ
の
苦
渋
の
決

断
を
振
り
返
り
な
が
ら
、欧
風
菓

子H

ノ
モ
ト
の
歴
史
を
語
り
出
す
。

「
創
業
は
大
正
11
年
で
、祖
父
の
重

市
が
蒲
田
駅
西
口
で
三
河
屋
製
パ
ン

ま   

ひ
ろ

ろ
っ  

ぴ

コ
ー
ラ
ス
や
ダ
ン
ス
、ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、

民
謡
な
ど
、幅
広
い
年
代
の
方
々
が

楽
し
め
る
演
目
が
続
き
ま
し
た
。

　
一
方
、野
外
ス
テ
ー
ジ
で
は
、厳
し

い
暑
さ
の
中
、キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
や
フ
ラ

ダ
ン
ス
、台
湾
舞
踊
な
ど
が
繰
り
広

げ
ら
れ
、フ
ラ
ッ
ト
お
お
た
や
Ｋ
Ｎ
Ｏ

Ｔ
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
な
ど
の
個
性
豊
か
で
楽

し
い
バ
ン
ド
演
奏
と
ト
ー
ク
に
観
客

は
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
は
、絆
蓮
華
組
に
よ

る
力
強
い
和
太
鼓
と
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
な
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
、華
麗
で

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
マ
ツ
ケ
ン
サ
ン
バ
の
歌

と
踊
り
が
ス
テ
ー
ジ
を
飾
り
ま
し
た
。

　
今
や
地
域
を
超
え
て
夏
の
風
物
詩

と
な
り
つ
つ
あ
る
池
上
ま
つ
り
で
す

が
、来
年
は
20
回
目
を
迎
え
ま
す
。副

実
行
委
員
長
の
平
澤
氏
は
閉
会
の
挨

拶
の
最
後
に「
来
年
は
池
上
ま
つ
り

も
記
念
す
べ
き
20
回
目
の
節
目
で
す
。

今
か
ら
そ
の
準
備
に
取
り
か
か
り
た

い
」と
、そ
の
意
気
込
み
を
語
ら
れ
ま

し
た
。

池
上
ま
つ
り

　
第
19
回
池
上
ま
つ
り
が
８
月
25
日

（
日
）に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。台
風
の

上
陸
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、当
日

は
晴
天
に
恵
ま
れ
、開
会
前
か
ら
池

上
会
館
の
前
に
は
多
く
の
人
が
集
ま

り
ま
し
た
。

　
実
行
委
員
長
が
開
会
を
宣
言
。大

森
四
中
吹
奏
楽
部
の
演
奏
の
後
、鈴

木
区
長
や
来
賓
の
方
々
の
挨
拶
に
続

き
、勇
壮
な
和
太
鼓
で
ま
つ
り
の
幕

が
開
き
ま
し
た
。

　

鼓
笛
隊
や
吹
奏
楽
、町
会
の
方
々

な
ど
に
よ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
レ
ー

ド
が
街
な
か
を
賑
や
か
に
行
進
し
ま

し
た
。パ
レ
ー
ド
が
会
館
に
到
着
す
る

と
、は
ね
ぴ
ょ
ん
や
ピ
ー
ポ
く
ん
な
ど

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
し
、こ
ど
も

た
ち
は
大
喜
び
。写
真
撮
影
の
長
い

列
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
国
際
色
豊

か
な
模
擬
店
ロ
ー
ド
は
人
の
波
が
途

切
れ
る
こ
と
な
く
賑
わ
い
を
み
せ
、大

盛
況
で
し
た
。

　
会
館
内
の「
池
上
職
人
尽
く
し
」で

は
、表
具
、畳
刺
子
、手
描
友
禅
な
ど

の
素
晴
ら
し
い
伝
統
の
技
を
披
露
。２

階
の
展
示
ブ
ー
ス
や
お
楽
し
み
抽
選

会
に
は
、早
く
か
ら
来
場
者
が
詰
め

か
け
ま
し
た
。

　
西
館
で
も
、池
上
昔
写
真
、輪
投
げ
、

ボ
ッ
チ
ャ
、国
際
交
流
コ
ー
ナ
ー
の
工

作
や
ダ
ン
ス
な
ど
に
多
く
の
人
が
集

ま
り
、東
急
線
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
る

る
ん
と
の
写
真
撮
影
会
に
も
沢
山
の

親
子
連
れ
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、室
内
ス
テ
ー
ジ
で
は
、『
池

上
駅
構
内
踏
切
最
後
の
日
』と
題

す
る
懐
か
し
い
映
像
の
上
映
の
ほ
か
、



　

今
年
の
夏
は
、お
洒
落
な
パ
リ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
、連
日
銀
・
銅

メ
ダ
ル
を
抜
く
金
メ
ダ
ル
ラ
ッ
シ
ュ

で
海
外
開
催
新
記
録
金
メ
ダ
ル
18

個
、全
体
43
個
の
メ
ダ
ル
獲
得
と

な
り
、今
迄
に
な
く
熱
い
夏
と
な
り

ま
し
た
。そ
の
せ
い
か
、記
録
的
な

暑
さ
の
中
で
も
皆
さ
ん
ク
ー
ラ
ー

を
利
か
せ
て
見
入
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。（
Ｓ・Ｓ
）
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梅田小 作品

堤
方
北
町
会山

川　
漠
千

風
紋
の

  

絶
え
ず
移
ろ
ひ

　
　
　 

年
暮
る
る

深
閑
と

  

怒
涛
め
く
砂

　
　
　 

初
日
出
づ

冬
銀
河
サ
ハ
ラ
砂
漠
に

　
　
　
　
　
　
　  

雪
崩
落
つ

タ
ー
バ
ン
の
兵
に
目
覚
め
ぬ

　
　
　
　
　
　
　  

砂
漠
冷
ゆ

銃
口
に
繊
月
冴
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　  

野
営
か
な

　
池
上
本
門
寺
の
五
重
塔
の
近
く

に
小
説
『
五
重
塔
』
の
作
者
幸
田

露
伴
の
墓
所
が
あ
り
ま
す
、
こ
の

小
説
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
が
谷

中
天
王
寺
の
五
重
塔
で
す
が
、
昭

和
32
年
（
一
九
五
七
）
の
放
火
心

中
事
件
で
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。

  

初
め
て
天
王
寺
の
五
重
塔
が
建

立
さ
れ
た
の
は
寛
永
21
年
（
一
六

四
四
）
で
す
が
、
明
和
９
年
（
一

七
七
二
）
に
起
き
た
目
黒
行
人
坂

大
火
は
、
三
日
三
晩
燃
え
続
け
、

江
戸
市
中
ま
で
延
焼
し
、
谷
中
の

五
重
塔
も
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
　
寛
政
３
年
（
一
七
九
一
）
に
再

建
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
述
の
よ
う

な
予
期
せ
ぬ
事
件
の
巻
き
添
え
で

編
集
後
記

せ
ん  

げ
つ

く    

り

き
ゃ
　　ら

ほ
の

へ
き  

が
ん

思
い
出
の
作
れ
る
池
上
本
門
寺

三
年
　
え
口
　
は
る
か

　
わ
た
し
は
、池
上
本
門
寺
で
行
わ

れ
た
ぼ
ん
お
ど
り
の
お
ま
つ
り
に

行
き
ま
し
た
。は
じ
め
は
、行
く
か

ど
う
か
ま
よ
っ
て
い
ま
し
た
が
、友

だ
ち
が

「
い
っ
し
ょ
に
行
か
な
い
？
」

　
と
さ
そ
っ
て
く
れ
た
の
で
、い
っ

し
ょ
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

池
上
本
門
寺
は
、い
つ
も
い
上
に
、

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。　
２
年
生

の
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
が
、ま
だ

は
っ
き
り
と
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。

　
池
上
青
少
対
の
秋
の
行
事
が
、

今
年
も
次
の
よ
う
に
開
催
の
予

定
で
す
。皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
ボ
ッ
チ
ャ

交
流
会
を
、池
上
小
学
校
体
育
館

で
1０
月
20
日
９
時
か
ら
12
時
30

分
に
開
催
し
ま
す
。

　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
大
人
気

の
ボ
ッ
チ
ャ
で
す
の
で
、地
域
の

参
加
者
も
募
集
し
て

楽
し
く
交
流
を

深
め
た
い
と
思
い

ま
す
。皆
さ
ま
の

参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

青
少
対
だ
よ
り

　

わ
た
し
は
、そ
う

合
の
べ
ん
強
の
と
き

に
、池
上
本
門
寺
を

調
べ
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。調
べ
る
と
き
は

い
つ
で
も
む
中
に

な
っ
て
し
ま
い
、お
わ

り
の
と
き
が
き
て
も
、

ま
だ
ま
だ
続
け
て
い

た
い
と
思
う
ほ
ど
、わ

た
し
は
池
上
本
門
寺

が
大
す
き
で
す
。

　
も
し
、大
人
に
な
っ

て
も
、い
つ
ま
で
も
、

わ
た
し
は
池
上
本
門

寺
の
こ
と
を
一
生
わ

す
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
に
と
っ
て
、

池
上
本
門
寺
は
、思

い
出
を
作
れ
る
大
切

な
場
所
な
の
だ
と
わ

た
し
は
思
い
ま
す
。

ど
や
顔
の

　
猿
に
ご
祝
儀

　
　
　
　
　
初
詣

七
草
を
過
ぎ
て
庫
裡
か
ら

　
　
　
　
　
　
カ
レ
ー
の
香

伽
羅
の
香
の
仄
か
に
僧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
薄
衣

晩
鐘
の
余
韻
に
崩
る

　
　
　
　
　
　
　
　
雲
の
峰

碧
眼
の
露
天
商
を
り

　
　
　
　
　
　
　
　
日
蓮
忌

3年 竹下  葵

3年 もり  しいな

3年 しま村  かな

3年 角岡  理恵

再
び
消
失
し
、
の
ち
再
建
さ
れ
る

事
な
く
、
現
在
史
跡
と
し
て
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
町
池
上
本
門
寺
の
五
重
塔

は
、
慶
長
13
年(

一
六
〇
八
）
建

立
以
来
、
震
災
・
戦
火
か
ら
免

れ
、
関
東
最
古
の
五
重
塔
と
し

て
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
扨
て
、
谷
中
天
王
寺
は
か
つ
て

日
蓮
宗
の
感
応
寺
と
云
う
寺
院
で

し
た
が
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
に

属
し
て
い
た
為
、
幕
府
に
咎
め
ら

れ
天
台
宗
に
改
宗
さ
れ
元
禄
11
年

（
一
六
九
八
）
に
寺
名
も
天
王
寺

と
改
名
さ
れ
た
の
で
す
。

　
感
応
寺
は
か
つ
て
江
戸
庶
民
が

一
攫
千
金
の
夢
を
託
す
富
籤
が
開

催
さ
れ
、
湯
島
天
神
・
目
黒
不
動

尊
（
瀧
泉
寺
）
と
と
も
に
江
戸
の

三
富
の
一
つ
と
し
て
盛
名
を
馳
せ

る
名
刹
で
し
た
の
で
、
幕
府
に
復

興
を
懇
願
し
続
け
て
き
ま
し
た

が
、
百
三
十
年
以
上
の
歳
月
が
過

ぎ
た
天
保
４
年
（
一
八
三
三
）
に

な
り
、
池
上
本
門
寺
か
ら
出
さ
れ

て
い
た
日
蓮
宗
へ
の
復
帰
の
願
い

が
や
っ
と
叶
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
上
野
寛
永
寺
の
意
向
も

あ
っ
て
谷
中
の
天
王
寺
は
そ
の
ま

ま
天
台
宗
と
し
て
残
し
、
江
戸
の

外
れ
目
白
磐
城
平
藩
対
馬
守
下
屋

敷
跡
を
あ
て
る
事
が
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
現
在
の
場
所
は
目
白
三
丁
目
で

駅
か
ら
北
側
の
西
武
鉄
道
の
線
路

手
前
、
今
は
閑
静
な
住
宅
街
と

な
っ
て
い
て
、
広
大
な
敷
地
の
一

角
は
、
尾
張
徳
川
家
の
末
裔
が
住

む
「
徳
川
ビ
レ
ッ
チ
」
と
呼
ば

れ
、
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を

初
め
文
化
的
に
貴
重
な
美
術
品
等

を
所
蔵
す
る
重
厚
な
造
り
の
「
徳

川
黎
明
會
」
の
建
物
が
、
今
も
尾

張
徳
川
家
の
威
厳
を
示
す
象
徴
の

よ
う
に
建
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
昔
、
こ
の
一
帯
は
鼠
山
と

呼
ば
れ
、
当
時
こ
の
周
辺
の
人
た

ち
は
「
鼠
が
感
応
寺
を
曳
い
て
き

た
」
と
噂
し
て
い
た
そ
う
で
す

が
、
し
か
し
山
号
を
長
燿
山
感
応

寺
と
し
て
再
建
さ
れ
本
堂
の
入
仏

供
養
を
行
っ
た
僅
か
五
年
後
の
天

保
12
年
（
一
八
四
一
）
に
、
廃
寺

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
そ
れ
に
は
諸
説
あ
る
の
で
す
が
、

池
上
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り

　
　
　
ボ
ッ
チ
ャ
交
流
会

　

11
月
３
日（
祝
）13
時
よ
り
池

上
会
館
２
階
集
会
室
に
て
開
催

し
ま
す
。

　

池
上
地
域
の
保
育
園
を
は
じ

め
、小･

中
学
校
、福
祉
園
、各
種

団
体
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
は
皆
さ
ん

と「
マ
ツ
ケ
ン
サ
ン
バ

２
」で
盛
り
上
が
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、た
く
さ

ん
の
方
の
お
越
し
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

池
上
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト

池
上
五
句

ニ
ジ
ェ
ー
ル
の
旅
五
句

感
応
寺
と
東
之
院

感
応
寺
と
東
之
院

さ

と
が

と
み
く
じ

ま
つ 

え
い

せ
い 

め
い

め
い 

さ
つ

ね
ず
み

い
え  

な
り

ひよ
う

わ
ず

そ
の
一
つ
に
、復
興
を
許
し
た
時
の

将
軍「
徳
川
家
斉
」の
死
去
に
伴

い
、天
保
の
改
革
で
知
ら
れ
る
老
中

水
野
忠
邦
が
廃
寺
を
命
じ
た
と
の

説
が
あ
り
ま
す
。そ
の
後
、解
体
さ

れ
た
木
材
は
総
本
山
身
延
山
久
遠

寺
祖
師
堂
の
再
建
に
使
わ
れ
、余

材
の
一
部
は
貴
船
坂
の
西
側
、東

之
院
の
再
建
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

　


