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花
火
の
歴
史

花
火
は
も
と
も
と
古
代
中
国
で
発
明
さ

れ
、
戦
争
時
の
「
の
ろ
し
」
と
し
て
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
「
の
ろ
し
」
と
し
て
の
役
割
か
ら

現
在
の
鑑
賞
用
花
火
へ
と
発
展
し
て
い
っ

た
よ
う
で
す
．

日
本
の
花
火
の
歴
史
は
一
五
四
三
年
に

種
子
島
に
鉄
砲
と
火
薬
が
伝
来
し
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
．

一
六
一
三
年
に
花
火
名
人
の
イ
ギ
リ
ス

人
が
徳
川
家
康
の
為
に
花
火
を
披
露
し
た

の
が
、
日
本
で
の
花
火
第
一
号
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
．
当
時
の
花
火
は
、
竹
の
節

を
抜
い
た
筒
に
黒
色
火
薬
を
つ
め
て
、
そ
の

一
端
に
点
火
し
火
の
粉
を
吹
き
出
さ
せ
る
、

い
わ
ゆ
る
『
立
火
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し

た
。
や
が
て
花
火
は
、
将
軍
家
や
諸
大
名
な

ど
身
分
の
高
い
人
々
の
間
で
広
ま
り
、
隅
田

川
で
は
花
火
の
打
ち
上
げ
が
年
中
行
事
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
も
続
い
て
い
る

隅
田
川
の
花
火
大
会
の
始
ま
り
で
す
。

八
花
火
と
い
え
ば
、
「
た
ま
や
～
か
ぎ
や
～
」

と
い
う
掛
け
声
が
有
名
で
す
．
こ
れ
は
江
戸

時
代
の
「
玉
屋
」
と
「
鍵
屋
」
と
い
う
江
戸
の

二
大
花
火
師
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

お
盆
と
は
、
先
祖
が
あ
の
世
か
ら
帰
っ
て

き
て
一
緒
に
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
、

ま
た
帰
っ
て
い
く
と
い
う
日
本
古
来
の
信

仰
に
基
づ
く
行
事
で
す
。

日
本
で
は
、
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
「
御
霊

（
魂
）
祭
り
」
な
ど
、
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
儀

式
が
存
在
し
ま
し
た
．
推
古
天
皇
（
六
百
六
年
）

の
時
代
、
僧
を
招
き
食
事
や
様
々
な
仏
事
が

行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
「
お
盆
」
の
原
型
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
朝
廷
で
始
ま
っ

た
お
盆
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
一
般
庶
民

に
広
が
り
ま
し
た
。
元
々
日
本
人
が
持
ち
合

わ
せ
て
い
た
「
祖
先
を
供
養
す
る
心
」
と
結

び
つ
き
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て
い

ま
す
。

｜
初
盆
？

人
が
亡
く
な
っ
て
初
め
て
迎
え
る
お
盆

の
こ
と
を
「
新
盆
（
に
い
ぼ
ん
と
あ
る
い
は

「
初
盆
」
と
呼
び
ま
す
。
故
人
が
仏
に
な
っ
て

初
め
て
里
帰
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
近
親

者
は
盆
ち
ょ
う
ち
ん
を
贈
り
（
現
在
は
現
金

涌
盆
で
す
●
お
仏
壇
と
お
蟇
に
手
を
あ
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

胸
ま
や
ゆ
か
ぎ
や
い
走
凱
識
！

裏
の
風
物
詩
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現
在
の
隅
田
川
花
火
大
会
の
原
型
で
あ

る
「
両
国
の
川
開
き
」
が
一
七
三
三
年
に
行

わ
れ
た
時
に
、
花
火
師
を
勤
め
た
の
が
六
代

目
「
鍵
屋
弥
兵
衛
」
と
い
う
花
火
師
で
し
た
．

こ
の
時
の
花
火
が
江
戸
中
で
大
評
判
と
な

り
鍵
屋
の
名
前
が
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

鍵
屋
の
七
代
目
清
七
と
い
う
花
火
師
が
鍵

屋
か
ら
分
家
し
て
「
玉
屋
」
と
い
う
花
火
業

者
を
始
め
ま
し
た
。
以
後
、
両
国
の
川
開
き

は
、
上
流
に
玉
屋
、
下
流
に
鍵
屋
が
そ
れ
ぞ

れ
舟
を
出
し
、
２
大
花
火
師
が
技
を
競
い
合

い
、
民
衆
が
「
た
ま
や
～
、
か
ぎ
や
～
」
と

い
う
掛
け
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
花
火
を

鑑
賞
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
．
現
在
ま
で

「
た
ま
や
～
、
か
ぎ
や
～
」
と
い
う
掛
け
声

が
当
時
の
名
残
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い

お
盆
に
里
帰
り
を
さ
れ
た
と
き
に
、
お
仏

壇
、
お
墓
参
り
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
も

う
一
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
家
族
が
そ
ろ
っ
て
仏
間
の
お
仏

壇
の
前
で
一
緒
に
食
事
を
し
、
そ
の
団
藥
の
中

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
近
況
を
語
り
合
い
、
特
に

先
祖
や
故
人
の
生
前
の
話
を
覚
え
て
い
る

限
り
し
て
あ
げ
て
、
と
も
に
食
事
を
す
る
こ

と
が
供
養
に
な
り
喜
ん
で
も
ら
え
る
大
事

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
お
正

月
で
も
い
え
る
こ
と
で
す
。

遠
方
で
帰
郷
で
き
な
い
場
合
は
、
近
隣
の

同
じ
宗
派
の
お
寺
等
に
お
参
り
を
し
て
、
ご

本
尊
に
手
を
合
わ
せ
先
祖
の
往
生
を
願
い
、

日
頃
の
感
謝
の
気
持
ち
を
先
祖
に
伝
え
る

こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

を
贈
る
こ
と
が
多
い
）
、
初
盆
を
迎
え
る
家

で
は
身
内
や
親
し
い
者
を
招
い
て
僧
侶
に

お
経
を
あ
げ
て
も
ら
い
供
養
さ
れ
ま
す
。

※
宗
派
に
よ
っ
て
、
す
る
・
し
な
い
、
等
や
り
方
は
異
な
り
ま
す
。

ま
す 先

祖
と
食
事

黍

〃
《
患

Ｌ

瀞

門
畠･畔

一 「
医
者
に
金
を
払
う
よ
り
も
、

み
そ
屋
に
払
え
」

江
戸
時
代
の
こ
と
わ
ざ
に
「
医
者
に
金

を
払
う
よ
り
も
、
み
そ
屋
に
払
え
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
味
噌
は
昔
か
ら
朝
夕
食

に
用
い
、
１
日
も
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

味
噌
は
、
老
化
防
止
や
胃
腸
病
の
防
止
、

が
ん
予
防
な
ど
様
々
な
効
果
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
塩
辛
い
味
か
ら
塩
分

の
高
い
食
品
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
現

代
人
が
食
べ
て
い
る
食
品
の
中
で
は
塩
分

の
比
較
的
少
な
い
健
康
食
品
と
言
う
事
が

で
き
ま
す
。

全
国
的
に
製
造
さ
れ
て
い
る
味
噌
で
す

が
、
各
地
方
ご
と
に
色
々
な
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
関
西
で
は
甘
口
の
白
味
噌
、
関
東
で
は

辛
口
の
赤
味
噌
が
主
流
で
、
お
正
月
に
食
べ

る
お
雑
煮
の
色
や
味
に
違
い
が
あ
る
の
も

こ
の
味
噌
の
種
類
の
違
い
に
よ
り
ま
す
．

戸
日
本
十
大
紋
の
ひ
と
つ
。
そ
の
美
し
い
姿
、

雄
々
し
い
振
る
舞
い
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

鷹
狩
り
な
ど
で
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
鷹
は

太
古
か
ら
人
間
と
関
わ
り
を
深
く
持
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。

古
来
よ
り
武
家
に
は
と
て
も
人
気
の
あ

る
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
よ
う
で
、
武
礼
の
被

り
物
に
鷹
の
羽
を
差
す
な
ど
の
習
慣
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
じ
つ
に

１
２
０
家
の
大
名
旗
本
が
こ
の
鷹
の
羽
紋

を
用
い
て
い
た
よ
う
で
、
武
人
に
好
ま
れ

た
紋
で
あ
り
ま
し
た
。

人
気
の
あ
る
も
の
は
羽
根
を
交
差
さ
せ

た
違
い
鷹
の
羽
系
で
す
。
忠
臣
蔵
で
お
馴

染
み
の
浅
野
内
匠
頭
、
阿
蘇
神
社
の
神
紋
、

そ
の
流
れ
を
汲
む
と
い
う
菊
地
一
族
が
「
違

い
鷹
の
羽
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

あ
の
西
郷
隆
盛
も
菊
地
氏
族
で
「
違
い

鷹
の
羽
」
を
用
い
て
い
ま
し
た
。

◆
鷹
の
羽
紋

⑳
（
た
か
の
は
も
ん
）(鷹の羽紋の一例）

丸に違い鷹の羽

古
代
中
国
で
は
、
桐
の
木
は
想
像
上
の

瑞
鳥
「
鳳
凰
」
が
き
て
『
聖
天
子
誕
生
、
聖
天

子
誕
生
」
と
鳴
く
め
で
た
い
木
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
桐
は
聖
天
子
の
シ

ン
ボ
ル
と
な
り
、
日
本
の
皇
室
で
も
菊
の

紋
章
と
並
ん
で
桐
が
副
紋
と
し
て
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

皇
室
が
臣
下
へ
、
さ
ら
に
下
賜
さ
れ
た

武
将
が
そ
の
臣
下
へ
与
え
る
と
い
う
か
た

ち
で
徐
々
に
桐
紋
が
増
え
て
い
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
中
に
は
豊
臣
秀
吉
も
お
り
、
彼

は
そ
の
桐
紋
を
愛
し
、
お
の
れ
の
権
力
を

誇
示
す
る
た
め
に
も
工
芸
美
術
品
の
多
く

に
つ
け
ら
れ
、
桃
山
時
代
の
美
術
品
の
多

く
に
は
太
閤
桐
と
呼
ば
れ
る
紋
が
す
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

豊
臣
秀
吉
が
多
く
の
家
臣
に
与
え
た
こ

と
か
ら
西
日
本
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
桐
紋
は
政
府
の
紋
章
に
も
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
花
の
数
を
単
位
と
し
た
五
三
の
桐
、

五
七
の
桐
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
を
尊
び
、
ゆ
と
り
を
右

や
わ
ら
か
い
心
を
持
ち
、

た
が
い
に
尊
重
し
あ
う
」

の
が
大
切
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

を
言
い
ま
す
。

和
…
お
互
い
仲
良
く
す
る
事
。

敬
…
お
互
い
敬
い
あ
う
事
．

清
…
見
た
目
だ
け
で
な
く
心
の
清
ら
か
さ

の
事
．

寂
…
ど
ん
な
時
に
も
動
じ
な
い
心
の
事
。

『
七
則
』
と
は
、
他
人
に
接
す
る
と
き
の

以
下
七
つ
の
心
構
え
で
す
。

「
茶
は
服
の
よ
き
よ
う
に
点
て
、
炭
は
湯

の
沸
く
よ
う
に
置
き
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
涼

し
く
、
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
入
れ
、
刻
限

は
早
め
に
、
降
ら
ず
と
も
雨
具
の
用
意
、
相

客
に
心
せ
よ
」
つ
ま
り
、
「
心
を
こ
め
る
、
本

質
を
見
極
め
、
季
節
感
を
大
切
に
し
、
い
の

ち
を
尊
び
、
ゆ
と
り
を
も
ち
、

現
在
の
茶
道
の
原
型
を
完
成
さ
せ
た
千

利
休
は
茶
道
の
心
得
を
、
『
四
規
七
則
（
し
き

し
ち
そ
く
）
』
と
説
き
ま
し
た
。
『
四
規
』
と
は

和
敬
清
寂
（
わ
け
い
せ
い
じ
ゃ
く
）
の
精
神

◆
桐
紋
（
き
り
も
ん
）
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