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･世帯数　　24,793

･人口（男）22,298

･人口（女）23,070

･人口（計）45,368

回
　
覧

〜 

加
藤
元
弘
さ
ん
に
聞
く 

〜

（
池
上
四
丁
目
・
花
見
せ
ん
べ
い
）

池
上
の
昔
を
語
る（
33
）

賞
の
賞
状
が
並
ん
で
い
る
〕。私
は

昭
和
45
年
、29
歳
の
と
き
結
婚
し
、

店
を
継
承
し
ま
し
た
。私
と
弟
の

幸
男（
昭
和
19
年
生
ま
れ
）が
加
工

を
担
当
し
、妻
が
店
で
の
販
売
、そ

れ
に
一
時
期
は
女
性
の
従
業
員
も

い
て
、御
用
聞
き
を
し
た
り
、お
得

意
様
に
届
け
る
な
ど
、結
構
、手
広

く
や
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、現

在
は
自
分
一
人
だ
け
と
い
う
状
態

で
す
。

　
ウ
チ
の
店
で
は「
二
の
日
」の
幟

を
立
て
て
い
ま
す
。毎
月
二
日
・
十

二
日・ニ
十
二
日
の「
二
」の
付
く
日

に
、昔
は
池
上
の
商
店
街
の
あ
ち
こ

ち
の
商
店
で
立
て
て
い
た
の
で
す
が
、

今
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。も
ち

ろ
ん
二
の
日
は
お
会
式
の
十
月
十

二
日
に
由
来
し
ま
す
が
、実
は「
二

の
日
」は
昔
、池
上
の
縁
日
だ
っ
た

の
で
す
。

　
戦
後
、復
興
の
た
め
、親
父
も
呼

び
掛
け
人
の
一
人
と
な
っ
て
、本
門

寺
商
店
街
で
縁
日
が
始
ま
り
ま
し

た
。昭
和
20
年
代
に
は「
ニ
の
日
」に

は
ウ
チ
の
前
あ
た
り
か
ら
現
在
の

仏
壇
屋
の
雲
山
堂
辺
り
ま
で
多
い

時
に
は
二
十
軒
位
の
露
店
が
並
び

ま
し
た
。

　

縁
日
は
季
節
に
よ
っ
て
違
っ
て

き
ま
す
が
、水
ヨ
ー
ヨ
ー
、金
魚
す

く
い
、鼈
甲
飴
、し
ん
こ
細
工
、竹
鉄

砲
、骨
董
品
、古
本(

１
ヵ
月
遅
れ
の

雑
誌
と
そ
の
付
録
）、爆
弾
あ
ら
れ

等
々
。カ
ー
バ
イ
ト
の
灯
の
下
で
賑

わ
い
ま
し
た
。そ
れ
が
警
備
も
含
め

て
、色
々
な
事
情
で
中
止
に
な
り
、

そ
の
代
わ
り
始
ま
っ
た
の
が「
二
の

日
」の
特
売
で
す
。そ
れ
も
今
は
見

ら
れ
な
く
な
り
、寂
し
く
な
り
ま
し

た
。

し
て
戦
時
下
と
な
り
、原
材
料
の
調

達
が
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。私
が
生

ま
れ
た
の
は
昭
和
16
年
９
月
で
す

か
ら
、子
育
て
と
両
方
で
大
変
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

 

昭
和
20
年
、空
襲
警
報
が
鳴
っ
て

家
の
近
く
の
防
空
壕
に
逃
げ
込
ん

だ
記
憶
も
あ
り
、母
の
在
所
の
愛

知
県
三
河
に
疎
開
し
た
想
い
出
も

残
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
間
も
な
く
は
、食
料
難
の

御
時
世
の
中
、統
制
経
済
で
煎
餅

を
焼
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
の
間
、下
駄
屋
で
下
駄
の
鼻

緒
の
す
げ
替
え
を
し
て
い
ま
し
た
。

昭
和
20
年
代
は
普
段
、下
駄
履
き

で
し
た
。御
会
式
の
時
、参
詣
人
が

本
門
寺
の
石
段
を
上
る
際
、下
駄

の
鼻
緒
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
く
、そ
の
下
駄
の
鼻
緒
の
す
げ
替

え
で
て
ん
て
こ
舞
い
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、大
井
町
の
叔
父
か
ら

の
助
言
で
お
菓
子
も
売
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。統
制
が
取
れ
た
ば
か

り
の
頃
、持
ち
込
ま
れ
た
お
米
と
煎

餅
を
交
換
す
る
形
で
、加
工
賃
が

儲
け
と
な
り
ま
し
た
。こ
う
し
て
昭

和
30
年
頃
迄
は
、お
菓
子
を
売
り

な
が
ら
、煎
餅
の
加
工
販
売
を
し
て

い
ま
し
た
。

　

親
父
は
平
成
22
年
、95
歳
で
亡

く
な
り
ま
し
た
が
、煎
餅
職
人
と
し

て
の
技
術
は
一
流
で
し
た〔
店
内
に

は「
全
国
菓
子
博
覧
会
」等
々
の
受

日
本
自
然
保
護
大
賞(

特
別
賞)

受
賞

呑
川
の
会

　
ウ
チ
の
創
業
で
す
か
？
店
自
体

は
大
正
10
年
頃
に
は
も
う
あ
っ
た

ら
し
い
で
す
。親
父（
加
藤
与
市
）は

昭
和
13
〜
14
年
頃
、蒲
田
の
松
竹

撮
影
所
の
近
く
に
あ
っ
た
花
見
煎

餅（
横
浜・伊
勢
佐
木
町
の
花
見
煎

餅
吾
妻
屋
の
系
統
だ
っ
た
）で
修
行

し
て
い
ま
し
た
。修
行
を
終
え
て
暖

簾
分
け
で
独
立
し
よ
う
と
し
て
い

た
ら
、大
井
町
で
菓
子
問
屋
を
し
て

い
る
叔
父
が
、池
上
で
良
い
物
件
が

あ
る
と
話
を
持
ち
込
ん
で
き
ま
し

た
。そ
こ
は
も
と
も
と
煎
餅
屋
で
し

た
が
、誰
か
店
を
引
き
継
い
で
く
れ

な
い
か
、と
捜
し
て
い
た
そ
う
で
、親

父
は
そ
の
煎
餅
屋
を「
居
抜
き
」で

買
っ
た
わ
け
で
す
。池
上
名
物「
塩

せ
ん
べ
い
」の
店
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
の
で
、親
父
は
当
初
、周
囲
か

ら
二
代
目
と
思
わ
れ
た
ら
し
い
で

す
。
　
し
か
し
店
を
始
め
て
し
ば
ら
く

　
表
彰
式
で
は
代
表
と
副
代
表
に
賞

状
と
盾
が
手
渡
さ
れ
、ニ
人
が
呑
川

の
会
の
歴
史
と
現
在
の
主
な
活
動
に

つ
い
て
話
し
、自
然
保
護
協
会
か
ら
の

質
問
に
も
答
え
、大
変
賑
や
か
で
和

や
か
な
雰
囲
気
の
も
と
に
終
了
し
ま

し
た
。そ
の
後
、94
歳
の
男
女
２
人
を

含
む
34
人
の
集
合
写
真
を
撮
影
し
て

か
ら
、出
席
者
同
士
の
懇
親
会
が
あ

り
ま
し
た
。

　

12
月
６
日
、池
上
会
館
で
日
本
自

然
保
護
協
会
主
催
の
日
本
自
然
保
護

大
賞
２
０
２
３
選
考
委
員
特
別
賞
の

授
賞
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
で
第
９
回
目
に
な
り
、全
国
か

ら
70
件
の
応
募
の
中
か
ら
、活
動
の

将
来
性
や
社
会
へ
の
波
及
性
な
ど
に

注
目
し
、厳
正
な
る
審
査
の
結
果
、

５
件
が
受
賞
し
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ

の
活
動
地（
岩
手
、福
岡
、岐
阜
、北

海
道
、東
京
）で
授
賞
セ
レ
モ
ニ
ー
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
呑
川
の
会
は
、呑
川
を
知
り
愛
着
を

深
め
る
た
め
の
教
育
と
し
て
、小
学
校

へ
の
出
張
授
業
・
ウ
ォ
ー
ク
学
習
、市

民
へ
の
呑
川
講
座
を
毎
年
行
っ
て
い
ま

す
。ま
た
普
及
活
動
と
し
て
、こ
ど
も

手
作
り
鯉
の
ぼ
り
大
会
や
、こ
ど
も
に

も
見
易
く
分
か
り
易
い
教
材
と
す
る

こ
と
を
目
指
し
、25
年
に
わ
た
っ
て
活

動
を
続
け
て
き
た
成
果
の
集
大
成
と

も
言
う
べ
き
呑
川
の
総
合
的
解
説
本

『
わ
た
し
た
ち
の
都
市
河
川 

呑
川
』(

２

０
２
２
年)

を
発
行
し
、呑
川
流
域
の

小
中
高
の
各
学
校
、図
書
館
、行
政
機

関
、議
会
、呑
川
に
関
心
の
高
い
市
民

に
１
０
０
０
冊
以
上
配
本・販
売
等
を

し
て
い
ま
す
。選
考
委
員
に
は
、三
面

コ
ン
ク
リ
ー
ト
張
り
の
川
を
真
ん
中

に
お
い
て「
自
然
」を
見
る
多
数
の
活

動
が
評
価
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、こ
の
よ
う
な
活
動
を「
自
然

保
護
」と
し
て
取
り
上
げ
表
彰
す
る

事
に
よ
っ
て
、全
国
の
都
市
河
川
に
お

け
る
積
極
的
な
取
り
組
み
を
応
援
し

た
い
と
い
う
話
が
亀
山
選
考
委
員
長

と
土
屋
選
考
委
員
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

べ
っ
こ
う  

あ
め

の
ぼ
り
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年
明
け
早
々
に
、
能
登
半
島
地

震
と
羽
田
の
航
空
機
接
触
事
故
が

発
生
し
、
甚
大
な
被
害
が
出
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
東
京
も
今
年
は
、
関
東
大
震
災

か
ら
101
年
経
過
し
、
同
様
の
地
震

が
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い

時
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
日
頃
よ
り
地
震
に
備
え
た
準
備

を
忘
れ
ず
、
身
の
周
り
の
整
理
整

頓
を
心
掛
け
、

地
域
の
人
々
と

の
連
携
も
大
切

な
の
で
、
情
報

の
収
集
と
声
掛

け
に
務
め
る
こ

と
も
必
要
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。

徳持小 作品

青
少
対
だ
よ
り

青
少
対
だ
よ
り

堤
方
東
町
会松

野  

寿
美
代

根
岸　
功
子

筆
塚
の

　　 

　　穂
先
に
散
れ
り
　若
葉
影

花
み
ず
き

　   

　　小
さ
き
産
院
　囲
み
た
る

谷
若
葉

   

　　ロ
ー
カ
ル
線
の
　待
ち
合
せ

鐘
楼
も
　桜
吹
雪
の
　中
に
あ
り

石
佛
に
　

散
華
と
な
り
し
　

山
桜

た
ん
ぽ
ぽ
の

一
輪
ひ
ら
く
　

狭
庭
か
な

　

前
号
掲
載
の
横
溝
さ
ん
の
よ
う

に
、池
上
地
区
の
旧
市
野
倉
や
堤

方
、桐
里
、梅
田
、池
上
本
町
に
は
多

く
の
横
溝
姓
の
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。随
分
前
、そ
の
内
の
一
人
か

ら「
横
浜
市
鶴
見
区
獅
子
ケ
谷
に
横

溝
屋
敷
と
い
う
の
が
あ
る
が
、ウ
チ

と
関
係
が
あ
る
ら
し
い
」と
聴
き
ま

し
た
。そ
こ
で
、晩
秋
の
小
春
日
和
の

11
月
30
日
、編
集
委
員
会
有
志
で
訪

ね
て
み
ま
し
た
。

　
『
鶴
見
ゆ
か
り
の
人
物
誌
』な
ど

の
著
書
の
あ
る
鶴
見
屈
指
の
郷
土

史
家
、齋
藤
美
枝
さ
ん
に
案
内
し
て

頂
き
ま
し
た
。

　

横
溝
屋
敷
は
、こ
の
地〔
武
藏
国

橘
樹
郡
神
奈
川
領
獅
子
ケ
谷
村
〕に

江
戸
時
代
以
前
か
ら
住
ん
で
い
た
横

溝
家
の
屋
敷
で
、主
屋〔
母
屋
〕・
長

屋
門・蚕
小
屋・穀
蔵・文
庫
蔵
な
ど

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。慶
長
年

間〔
１
５
９
６
〜
１
６
１
５
〕こ
の
地

の
領
主
だ
っ
た
旗
本
の
小
田
切
氏
が

江
戸
に
移
っ
た
時
、横
溝
家
の
先
祖

が
屋
敷
を
譲
ら
れ
、そ
の
時
か
ら

代
々
、里
正〔
名
主
〕を
務
め
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
62
年
、横
溝
家
か
ら
そ
の
屋

敷
と
周
辺
が
横
浜
市
に
寄
贈
さ
れ
、

翌
年
11
月
、横
浜
市
指
定
有
形
文
化

財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。屋
敷
の
背

編
集
後
記

し
ょ
う
ろ
う

後
は
殿
山
と
呼
ば
れ
る
小
田
切
氏

の
詰
城
で
、獅
子
ケ
谷
城
の
異
名
も

あ
り
ま
す
。東
京
周
辺
の
藁
葺
屋
根

の
古
民
家
の
建
物
に
は
移
築
さ
れ

た
り
、レ
プ
リ
カ
が
意
外
と
多
い
の

で
す
が
、こ
こ
は
正
真
正
銘
の
古
民

獅
子
ヶ
谷

　
横
溝
屋
敷
を

　
　
　
　
訪
ね
て

獅
子
ヶ
谷

　
横
溝
屋
敷
を

　
　
　
　
訪
ね
て

　　
第
73
回
大
田
区
子
ど
も
ガ
ー
デ

ン
パ
ー
テ
ィ
ー
が
、４
月
28
日
に
４

年
ぶ
り
に
池
上
会
館
に
お
い
て
開

催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。コ
ロ

ナ
禍
で
は
や
む
を
得
ず
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
て
、昨
年
は
雨
天

に
て
ま
た
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。皆
さ
ん
に
は
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、今
年
は
区
か
ら
の
要

請
も
あ
り
雨
天
で
も
開
催
で
き
る

よ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。詳
細
に
関

し
て
は
、
ポ
ス

タ
ー
、回
覧
等
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

横溝屋敷主屋

蚕小屋

た
ち
ば
な

な   

ぬ
し

お
も  

や

と
の 

や
ま

し
ょ
う
し
ゃ

つ
め 

じ
ろ

り　
せ
い

私
か
ら
見
た
池
上

５
年　
竹
田　
悠
太

3年  坂野　蒼真 3年  佐々木　結華

3年  濱嶋　航史
3年  宮川　優人

　
２
０
２
１
年
に
エ
ト
モ
池
上
が

で
き
た
。そ
こ
か
ら
池
上
は
ど
ん
ど

ん
発
展
し
て
い
る
。バ
ス
の
方
も

タ
ー
ミ
ナ
ル
と
な
り
、池
上
は
と
て

も
便
利
な
街
に
な
っ
た
。そ
ん
な
池

上
の
名
所
や
魅
力
を
紹
介
す
る
。

　
ま
ず
、池
上
本
門
寺
だ
。国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。池
上
会
館
と
隣
接

し
て
お
り
、そ
の
辺
り
で
祭
り
も
開

さ
い
さ
れ
る
。池
上
の
ま
ち
を
見
渡

す
こ
と
も
で
き
る
。

　
次
に
池
上
梅
園
だ
。２
月
頃
に
見

頃
を
む
か
え
る
梅
が
た
く
さ
ん
植
え

ら
れ
て
い
る
。梅
が
た
く
さ
ん
咲
い

て
い
る
と
き
は
と
て
も
き
れ
い
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、池
上
に
は
名
所
が

た
く
さ
ん
あ
る
。ぜ
ひ
池
上
ま
で
観

光
に
き
て
ほ
し
い
。

池
上
本
町
に

　
　

微
生
物
出
現　

　

池
上
駅
新
駅
舎
に
移
転
す
る
前

の
図
書
館
向
い
側
、旧
家
小
木
家
の

生
垣
が
残
る
お
屋
敷
の
隣
の
池
上

本
町（
現
）池
上
三
丁
目
一
二
番
に
微

生
物
カ
フ
ェ「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
」

の
看
板
を
掲
げ
た
奥
に
瀟
洒
な
お

店
を
見
か
け
、編
集
委
員
と
し
て
是

非
取
材
を
と
の
思
い
で
恐
る
恐
る

訪
問
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、オ
ー

ナ
ー
の
小
笠
原
さ
ん
が
快
く
取
材

を
受
け
て
く
だ
さ
り
、お
話
を
伺
う

事
が
出
来
ま
し
た
。現
地
に
て
の
開

業
は
一
昨
年
の
七
月
か
ら
で
、以
前

は
池
上
五
丁
目
に
て
同
様
の
お
店

を
開
か
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

カ
フ
ェ
内
で
は
発
酵
食
品
を
使

用
し
身
体
に
優
し
い
食
事
や
ス
イ
ー

ツ
を
提
供
し
、平
日
は
子
供
連
れ
の

マ
マ
さ
ん
達
の
居
場
所
と
し
て
オ
ー

ダ
ー
ド
リ
ン
ク
で
開
放
し
、不
定
期

で
す
が
夕
方
か
ら
は
放
課
後
の
子

供
を
対
象
に「
こ
ど
も
料
理
長
」を

開
催
す
る
な
ど
、福
祉
行
政
さ
な
が

ら
の
催
し
の
傍
ら
、発
酵
食
品
・
手

仕
事（
洋
裁
や
レ
ザ
ー
）の
講
座
を

開
い
て
い
ま
す
。又
、店
内
で
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
作
品
を
展
示
販
売

等
々
、催
し
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
の
テ
ー
マ
は

【
自
立
】一
人
ひ
と
り
の
感
性
を
研
ぎ

澄
ま
せ
て
、そ
し
て
真
の
意
味
で
暮
ら

し
を
豊
か
に
す
る
、そ
の
ヒ
ン
ト
に
な

る
情
報
な
ど
を
発
信
中
と
の
事・・。

　

弊
誌
一
二
三
号
の
編
集
後
記
で

紹
介
し
た
、
谷
崎
潤
一
郎
の
随
筆

『
陰
翳
礼
讃
』の
中
で
、ま
だ
電
灯
の

無
い
時
代
、美
意
識
と
生
活
と
自
然

が
一
体
化
し
真
に
風
雅
の
奥
義
を

知
っ
て
い
た
日
本
人
の
芸
術
的
感

性
を
論
じ
た
著
書
と
、オ
ー
ナ
ー
小

笠
原
さ
ん
の
唱
え
る
テ
ー
マ
と
通
ず

る
も
の
を
編
者
な
り
に
感
じ
ま
す
。

　
「
慌
た
だ
し
い
現
代
人
も
、ふ
と

立
ち
止
り
、昔
人
の
よ
う
に
ゆ
っ
く

り
と
遠
く
を
見
つ
め
る
感
性
へ
と
回

帰
し
、発
酵
食
品
の
元
と
な
る
微
生

物
の
よ
う
に
年
月
を
重
ね
、旨
み
を

醸
し
出
す
よ
う
な
人
間
に
」と
の
小

笠
原
さ
ん
の
心
意
気
に
感
銘
し
、

帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

家
の
名
主
屋
敷
で
す
。周
辺
に
は
僅

か
に
田
園
風
景
も
残
り
、池
上
の
昔

の
原
風
景
を
見
る
思
い
で
し
た
。こ

の
場
所
で
結
婚
式
が
行
わ
れ
た
り
、

各
種
の
体
験
型
の
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

い
ん  

え
い  

ら
い 

さ
ん


