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地
元
練
馬
の
シ
ニ
ア
サ
ー
ク
ル
正
月
第
一
週
の
行
事
で
、
今
年
は
初
詣
と
し
て
港
区
の
愛
宕
神
社

に
参
拝
し
た
。
こ
こ
は
天
然
の
山
と
し
て
は
二
十
三
区
内
で
一
番
の
高
さ
を
誇
る
愛
宕
山
（
標
高
二

五
・
七
㍍
）
の
上
に
あ
り
、
徳
川
家
康
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
江
戸
幕
府
開
府
に
伴
い
防
火

の
神
様
と
し
て
祀
っ
た
神
社
で
あ
る
。
全
国
に
八
百
～
九
百
の
愛
宕
神
社
が
あ
る
が
、
総
本
社

そ
う
ほ
ん
じ
ゃ

は
京

都
の
愛
宕
山
に
鎮
座
し
て
い
る
。 

  

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
の
番
組
「
に
っ
ぽ
ん
百
低
山
」
で
、
一
月
の
第
三
週
に
京
都
の
愛
宕
山
（
標

高
九
二
四
㍍
）
が
放
映
さ
れ
た
。
撮
影
さ
れ
た
の
は
昨
秋
で
、
私
も
そ
の
こ
ろ
錦
秋
の
古
都
を
訪
れ

た
。
「
化 あ

だ

野 し
の

念
仏
寺
」
ま
で
足
を
伸
ば
し
、
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
た
嵯
峨
清
滝
町
で
紅
葉
を
楽
し
ん
だ

所
が
、
愛
宕
神
社
の
表
参
道
登
山
口
で
あ
っ
た
。 

 

音
を
立
て
て
流
れ
る
清
滝
川
の
清
流
の
上
に
、
橙
や
黄
色
や
真
紅
の
紅
葉
が
迫
り
出
し
、
白
い
雲

が
懸
か
る
山
の
麓
は
、
真
っ
赤
な
紅
葉
が
燃
え
上
が
る
よ
う
に
曇
り
空
を
明
る
く
彩
っ
て
い
た
。 

 

私
は
こ
こ
で
引
き
返
し
た
が
、
番
組
で
は
全
長
四
㌔
の
登
山
道
を
二
時
間
半
か
け
て
登
っ
て
い
っ

た
。
参
詣
道
の
途
中
に
幹
の
内
側
が
焼
け
焦
げ
た
杉
の
巨
木
が
現
わ
れ
「
火
燧

ひ

う

ち

権
現

ご
ん
げ
ん

跡
」
と
し
て
伝

わ
っ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
天
皇
が
暮
ら
す
内
裏
が
落
雷
で
火
事
に
な
っ
た
時
、
愛
宕
山
に
黒
雲
が

懸
っ
て
い
た
の
で
荒
ぶ
る
火
の
神
を
鎮
め
る
た
め
愛
宕
山
が
祈
り
の
場
に
な
っ
た
。 

 

九
十
九
折
の
急
な
坂
を
登
っ
て
黒
門
を
く
ぐ
っ
て
境
内
に
入
り
、
急
な
階
段
を
登
る
と
社
殿
に
到

達
す
る
。
山
頂
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
「
阿
多
古
祀

あ

た

ご

き

符 ふ

、
火
迺

ひ

の

要
慎

よ
う
じ
ん

」
、
火
伏
の
神
の
御
札
を
求
め

て
都
人
は
山
を
く
だ
る
。 

  

京
の
愛
宕
神
社
は
、
き
つ
い
二
四
〇
段
を
登
る
と
都
が
一
望
で
き
る
。
江
戸
の
愛
宕
神
社
は
、
傾

斜
三
十
七
度
で
急
こ
う
配
の
石
段
を
八
十
六
段
登
る
と
、
昔
は
江
戸
の
城
下
が
見
渡
せ
た
。 

 

勝
海
舟
と
西
郷
隆
盛
が
薩
摩
藩
蔵
屋
敷
で
会
談
し
、
家
康
ゆ
か
り
の
愛
宕
山
に
勝
が
西
郷
を
誘
い
、

山
頂
か
ら
城
下
を
見
渡
し
「
江
戸
の
町
を
戦
火
で
包
む
こ
と
は
避
け
よ
う
」
と
話
し
合
っ
た
。 

 

江
戸
城
無
血
開
城
も
愛
宕
山
の
火
伏
の
神
の
ご
加
護
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 


