
【2013.1 キラッと奥三河 No.19】 

- 1 - 

 

                        

    

                            

立
物
花
火
と
い
う
名
は
初
め
て
聞
く
人
も

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
や
特
徴
な

ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

江
戸
時
代
中
期
に
、
参
勤
交
代
で
江
戸
に

赴
き
両
国
の
花
火
を
見
た
新
城
藩
主
ら
が
、

そ
の
花
火
の
技
術
を
持
ち
帰
り
披
露
さ
れ
た

こ
と
が
起
源
と
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 

か
つ
て
は
三
河
の
各
所
で
披
露
さ
れ
、
そ

の
技
を
競
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
で
は
こ

こ
新
城
市
の
八
幡
神
社
と
豊
川
市
の
菟
足
神

社
、
幸
田
町
の
稲
荷
神
社
（
現
在
は
休
止
中
）

ぐ
ら
い
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

立
物
花
火
の
特
徴
と
し
て
は
、
一
般
的
な

絵
の
仕
掛
花
火
は
横
長
で
す
が
、
立
物
花
火

の
絵
は
縦
長
で
、
船
の
帆
の
よ
う
に
１
本
の

柱
に
取
り
付
け
ら
れ
、
そ
の
上
部
か
ら
左
右

の
地
面
へ
と
張
ら
れ
た
綱
は
、
多
数
の
提
灯

で
飾
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
大
き
さ
も
、
絵
の
部
分
だ
け
で
縦
10

ｍ
の
横
６
ｍ
で
、
全
体
の
高
さ
で
は
20
ｍ
を

越
え
る
大
き
な
も
の
で
す
よ
。 

       

ま
た
、
様
々
な
仕
掛
を
用
い
た
演
出
も
立

物
花
火
の
特
徴
で
す
ね
。 

順
を
追
っ
て
流
れ
を
説
明
し
ま
す
と
、
ま

ず
綱
火
と
い
う
水
平
に
進
む
ロ
ケ
ッ
ト
花
火

が
発
射
さ
れ
ま
す
。 

綱
火
は
火
の
粉
の
尾
を
引
き
な
が
ら
突
き

進
み
、
立
物
花
火
の
手
前
に
あ
る
打
上
花
火

を
点
火
し
ま
す
。 

そ
し
て
、
一
斉
に
上
が
っ
た
打
上
花
火
の

う
ち
の
１
つ
が
、
立
物
花
火
の
上
部
に
あ
る

提
灯
に
飛
び
込
ん
で
点
火
し
、
更
に
左
右
に

続
く
提
灯
に
も
次
々
と
火
が
移
り
、
提
灯
の

赤
い
光
が
浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。 

続
い
て
２
本
目
の
綱
火
が
発
射
さ
れ
、
今

度
は
立
物
花
火
本
体
へ
と
突
き
進
み
点
火
す

る
と
、
絵
の
部
分
全
体
に
火
が
回
り
、
煙
と

と
も
に
発
光
を
始
め
ま
す
。 

こ
の
段
階
で
は
絵
の
部
分
は
折
り
た
た
ま

れ
て
お
り
ま
す
が
、
煙
が
治
ま
る
や
い
な
や

観
音
開
き
の
よ
う
に
開
き
、
夜
空
に
鮮
や
か

な
絵
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。 

       

 

 
こ
こ
東
三
河
は
花
火
が
盛
ん
で
、
勇
壮

な
手
筒
花
火
を
は
じ
め
と
す
る
独
特
の

花
火
文
化
が
根
付
い
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
立
物
花
火
」
は
、

三
河
地
方
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
絵
の
仕

掛
花
火
で
、
そ
の
巨
大
さ
と
巧
み
な
演
出

で
観
客
を
魅
了
し
続
け
て
き
ま
し
た
。 

今
回
は
、
新
城
市
の
東
新
町
に
お
い
て

立
物
花
火
を
受
け
継
ぐ
立
物
花
火
保
存

会
を
訪
問
し
て
、
相
談
役
の
石
牧
さ
ん
・

柿
田
さ
ん
、
会
長
の
澤
田
さ
ん
か
ら
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。 

 

な
お
、
立
物
花
火
は
新
城
市
の
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

夜
空
に
浮
か
ぶ
立
物
花
火 

左から石牧さん、澤田さん、柿田さん 

た
て 

も
の

て 

づ
つ 

た 

て 
   

も 

の

訪
問
日
：
平
成
24
年
11
月
12
日
（
月
） 

取
材
者
：
県
民
安
全
防
災
課 

黒
田
、
三
浦 
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私
も
観
賞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

鮮
や
か
で
幻
想
的
で
し
た
ね
。
今
回
の
絵
柄

は
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
で
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に

絵
柄
は
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？ 

昔
は
名
所
の
風
景
な
ど
を
絵
柄
と
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
こ
の
ご
ろ
は
新
し
い
絵
柄
も

取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
よ
。 

毎
年
保
存
会
で
話
し
合
っ
て
絵
柄
を
決
め

て
い
ま
す
が
、
絵
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
い
つ
も

苦
労
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。 

特
に
、
小
さ
な
花
火
を
並
べ
た
線
だ
け
で

描
く
と
こ
ろ
が
難
し
い
で
す
。
こ
の
よ
う
な

線
画
の
得
意
な
人
が
い
る
と
良
い
の
で
す
が
。 

 

立
物
花
火
保
存
会
は
、
ど
ん
な
方
で
構
成

さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？ 

八
幡
神
社
で
は
、
地
元
地
域
の
３
団
体
が

合
同
で
打
上
花
火
や
手
筒
花
火
な
ど
を
披
露

し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
１
つ
で
あ

る
新
煙
社
の
Ｏ
Ｂ
を
集
め
て
、
現
在
13
名
で

保
存
会
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。 

新
煙
社
の
Ｏ
Ｂ
と
い
い
ま
し
て
も
、
全
員

が
参
加
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
花
火
の
扱
い

に
長
け
た
人
に
声
を
か
け
て
い
ま
す
。 

特
に
現
会
長
の
澤
田
さ
ん
は
、
電
線
な
ど

の
高
所
作
業
を
仕
事
に
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
は
立
物
花
火
に
必
要
な
人
材
だ
と
熱
心 

に
誘
い
ま
し
た
よ
。 

            

立
物
花
火
は
、
全
体
の
高
さ
が
20
ｍ
を
越

え
ま
す
の
で
、
組
み
立
て
る
だ
け
で
も
大
変

な
作
業
で
す
よ
ね
。 

今
は
ク
レ
ー
ン
や
リ
フ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、 

昔
は
全
て
が
人
力
で
、
滑
車
を
使
っ
た
り
、

よ
じ
登
っ
た
り
し
て
組
み
立
て
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
は
大
変
で
し
た
。 

明
治
時
代
に
は
、
立
物
花
火
を
見
た
当
時

の
県
知
事
か
ら
、
名
古
屋
市
で
披
露
し
て
欲

し
い
と
誘
わ
れ
た
も
の
の
、
立
物
花
火
の
柱

が
長
す
ぎ
て
現
地
で
手
配
で
き
ず
、
こ
ち
ら

か
ら
運
ぶ
の
も
一
苦
労
な
の
で
断
念
し
た
と

い
う
話
も
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
花
火
披
露
ま
で
の
下
準
備
は
、
１

か
月
半
ぐ
ら
い
前
か
ら
毎
週
末
に
行
い
ま
す

の
で
、
手
間
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
ね
。 

準
備
の
段
階
か
ら
ご
苦
労
さ
れ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
立
物
花
火
に
た
ず
さ
わ
る
魅
力
は

ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
？ 

立
物
花
火
は
様
々
な
仕
掛
を
使
っ
て
演
出

し
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
思
い
ど
お
り
に
は

い
か
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

細
心
の
注
意
を
払
い
仕
上
げ
た
立
物
花
火

が
、
こ
ち
ら
の
狙
い
ど
お
り
に
観
客
の
皆
さ

ん
に
披
露
で
き
て
、
歓
声
や
拍
手
を
い
た
だ

い
た
時
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
す
よ
。 

ま
た
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
仕
掛
の
数
々

を
披
露
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
皆
さ
ん

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
新
た
な
仕

掛
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
時
間
差
で
徐
々

に
絵
が
現
れ
た
り
、
絵
が
動
く
よ
う
に
工
夫

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

伝
統
あ
る
立
物
花
火
を
次
世
代
に
つ
な
げ

る
こ
と
も
大
切
な
使
命
で
す
ね 

先
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
を
絶

や
さ
な
い
と
い
う
思
い
と
、
観
客
の
皆
さ
ん

に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
気
持
ち
で
全
員
が
頑

張
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
な
に
よ
り
地
域
の
方
々
の
理
解
あ

っ
て
の
花
火
で
す
ね
。 

こ
れ
か
ら
も
、
私
た
ち
の
技
術
を
次
の
世

代
に
繋
げ
ら
れ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

            

披
露
す
る
当
日
、
会
場
で
立
物
花
火
を
組

み
立
て
、
念
入
り
に
調
整
を
行
う
保
存
会
の

方
々
の
真
剣
な
眼
差
し
が
印
象
的
で
し
た
。 

皆
さ
ま
も
、
新
城
市
に
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
、
技
と
心
意
気
に
触
れ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

立
物
花
火
は
、
毎
年
10
月
第
３
土
曜
日
の

午
後
７
時
半
か
ら
、
新
城
中
学
校
の
校
庭
で

披
露
さ
れ
ま
す
。 

立物花火の組立作業 

地元の広場（ひだまりパーク） 

立物花火が、柵と屋根のモチーフとのことです。 

し
ん 

え
ん 

し
ゃ 


