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ま
た
今
年
も
、
夏
の
花
火
大
会
の
季
節
が
や
っ
て

き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
夏
に
限
ら
ず
秋
や
冬
、
正

月
に
も
花
火
大
会
を
行
う
地
域
も
あ
り
ま
す
が
、
花

火
は
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
？
諸

説
様
々
で
す
が
、
花
火
は
一
般
的
に
5
世
紀
の
中
国

（
魏ぎ

晋し
ん

）
で
発
明
さ
れ
た
、
硝し

ょ
う
せ
き石（
硝
酸
塩
の
混
合
物
）

と
硫
黄
と
炭
を
混
ぜ
燃
焼
と
爆
発
が
起
こ
り
や
す
く

し
た
火
薬
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
火
薬
は
良
く
燃
え
る
こ
と
で
当
初
使
用
さ
れ
ま

し
た
が
、
次
第
に
爆
竹
に
似
た
も
の
が
造
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
破
裂
し
、
光
と
爆
音
を
発
す
る
火
薬
を
用

い
た
武
器
「
て
つ
は
う
：
手
榴
弾
の
よ
う
な
炸
裂
弾
」

は
、
元げ

ん
こ
う寇
（
１
２
７
４
〜
１
２
８
１
年
）
の
時
に
使

わ
れ
、『
蒙も

う
こ
し
ゅ
う
ら
い
え
こ
と
ば

古
襲
来
絵
詞
』
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
２
回
目
の
弘こ

う
あ
ん
の
え
き

安
の
役
の
時
の
六ろ

く
は
ら
た
い
し
ょ
う

波
羅
大
将

は
宇
都
宮
貞
綱
で
、
６
万
人
も
の
兵
を
率
い
て
出
陣

し
ま
し
た
が
、
到
着
前
に
元
軍
は
壊
滅
し
戦
闘
に
は

未
参
加
の
強
運
の
人
で
す
。

　

ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
時
代
ま
で
遡
る
と
の

説
も
あ
り
、
フ
ビ
ラ
イ
が
築
い
た
モ
ン
ゴ
ル
大
帝
国

は
、
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
迫
り
ま

し
た
。
こ
の
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
硝
石
が
伝
わ
り
、

武
器
と
し
て
開
発
が
進
み
ま
し
た
。
１
５
４
３
年
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
が
種
子
島
に
鉄
砲
を
伝
え
ま
し
た
が
、
こ

れ
が
そ
の
武
器
で
す
。
鉄
砲
に
使
用
す
る
火
薬
の
原

料
で
あ
る
硝
石
は
、
鉱
物
と
し
て
日
本
で
は
産
出
し

ま
せ
ん
。
こ
の
硝
石
を
製
造
す
る
の
は
と
て
も
大
変

で
様
々
な
製
法
が
研
究
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
美
濃
や

加
賀
（
現
在
の
岐
阜
、
富
山
、
石
川
県
）
で
は
良
質

の
硝
石
（
煙
硝
、
塩
硝
）
が
生
産
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
文
献
な
ど
に
よ
る
と
、
ひ
え
、
た
ば
こ
、

そ
ば
、
蚕
の
糞
、
人
の
尿
と
土
を
混
ぜ
腐
敗
さ
せ
、
更

に
糞
尿
を
加
え
時
折
混
ぜ
ま
す
。
こ
の
作
業
が
非
常

に
臭
く
辛
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
３
〜

５
年
繰
り
返
し
固
ま
っ
た
表
面
の
土
を
集
め
て
煮
詰

め
乾
燥
さ
せ
硝
石
と
し
ま
し
た
。

　

観
賞
用
の
花
火
は
14
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
祭
礼
に
使
用
さ
れ
た

の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
１

５
８
９
年
に
伊
達
政
宗
が
山
形
の
米
沢
城
で
中
国
人

が
献
上
し
た
花
火
が
最
初
と
も
、
１
６
１
３
年
駿
府

城
に
徳
川
家
康
を
訪
問
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
が
手
筒
花

火
を
献
上
し
た
の
が
最
初
と
も
、
家
康
が
天
下
統
一

後
に
三
河
の
鉄
砲
衆
に
娯
楽
用
の
花
火
を
造
ら
せ
た

（
三
河
花
火
）
が
発
祥
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
家
康

の
家
臣
団
に
は
伊
賀
・
甲
賀
の
忍
び
の
者
が
多
く
お

り
、
火
薬
を
使
う
熟
練
の
技
術
と
知
識
を
持
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
後
に
江
戸
の
町
の
完
成
と

と
も
に
江
戸
に
上
・
下
屋
敷
を
持
つ
諸
大
名
も
花
火

を
競
っ
て
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

１
６
５
８
年
（
万
治
元
年
）、
大
和
国
（
奈
良
県
）

の
現
在
の
五
条
町
か
ら
江
戸
に
出
て
き
た
初
代

か
ぎ
や
や
へ
い

屋
弥
兵
衛
が
、
幕
府
の
狼の

ろ
し煙
方
の
打
ち
上
げ
を
見

て
玩
具
花
火
を
考
案
し
、
１
７
１
７
年
（
享
保
２
年
）

に
水
神
祭
の
余
興
と
し
て
献
上
花
火
を
打
ち
上
げ
た

の
が
納
涼
花
火
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
水

神
祭
と
は
現
在
で
も
宗
教
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
「
施せ

が

き
餓
鬼
」
に
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
、

人
び
と
の
生
活
と
密
着
し
て
い
た
大
川
（
隅
田
川
）
の

川
開
き
（
旧
暦
5
月
28
日
〜
8
月
26
日
ま
で
の
納
涼

期
間
）
の
期
間
に
川
で
水
難
事
故
が
起
き
な
い
よ
う

に
施
餓
鬼
を
行
い
、
亡
者
や
無
縁
仏
等
の
霊
に
食
べ

物
、
飲
み
物
な
ど
の
供
物
を
施
し
無
事
を
祈
っ
た
行

事
で
す
。
特
に
１
７
３
３
年
、
将
軍
吉
宗
の
時
に
は

前
年
大
飢
饉
に
襲
わ
れ
、
コ
レ
ラ
が
蔓
延
し
て
多
く

の
死
者
が
出
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
悪
霊
退
散
の
願

い
を
込
め
て
、
花
火
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

現
在
、
長
崎
県
で
送
り
盆
の
精
霊
流
し
の
際
、
爆
竹

な
ど
を
盛
大
に
鳴
ら
す
風
習
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
１
７
８
６
年
に
塩

素
酸
カ
リ
ウ
ム
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
花
火
に
色
々

な
色
が
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
の
色
彩
豊
か

な
花
火
は
１
８
７
９
年
以
降
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
橋
横
山
町
に
初
代

屋
弥
兵
衛
が
店
を
構
え

て
か
ら
6
代
目
の
時
（
8
代
目
の
説
も
）、
番
頭
の
清

吉
（
清
七
と
の
説
も
）
が
の
れ
ん
分
け
を
許
さ
れ
、
両

国
吉
川
町
に
「
玉
屋
」
を
開
業
し
ま
す
。
以
降
、
こ

の
2
軒
で
両
国
橋
の
上
下
流
を
二
分
し
て
「
玉
屋
」・

「

屋
」
の
競
演
と
共
に
有
名
な
掛
け
声
が
定
着
し
ま

す
。
し
か
し
、
実
は
「
玉
屋
」
は
そ
の
後
、
失
火
に

よ
り
廃
業
。
営
業
期
間
は
お
よ
そ
30
年
と
い
わ
れ
、

屋
は
戦
前
ま
で
続
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

玉
屋
Z

屋
Z　

鉄
砲
の
火
薬
・

　
　
　
　

花
火
の
原
料
の
硝
酸
は
、
実
は
…
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