
山
梨
の
空
に
咲
く
、絢
爛
豪
華
な
大
輪
の
花
。

け
ん  

ら
ん

一
説
に
は
武
田
氏
の
時
代
の
狼
煙
が
発
祥
と
も
い
わ
れ
る

長
い
歴
史
を
有
す
る
山
梨
の
花
火
。

現
代
に
お
い
て
も
な
お
、山
梨
の
花
火
は
、

花
火
師
た
ち
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
に
よ
り
進
化
を
続
け
て
い
る
。

03
｜

山
梨
の
花
火

04
｜
花
火
の
今
昔
が
物
語
る
、

思
い
に
寄
り
添
う
繊
細
な
美
意
識
。

CONTENTS VOL. 15
山
梨
の
夜
空
に
輝
く

花
火
の
魅
力
と
可
能
性

｜特 集｜

『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

山
梨
の
花
火
の
歴
史
は
古
く
、長
き
に
わ
た
り

花
火
師
た
ち
の
職
人
技
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

娯
楽
、慰
霊
、厄
よ
け
…

花
火
は
い
つ
も
人
々
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て
き
た
の
で
す
。

今
回
は
伝
統
を
守
り
、常
に
挑
戦
を
続
け
る
花
火
師
の
思
い
と
、

花
火
の
魅
力
に
触
れ
な
が
ら『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

富
士
山
の
伏
流
水
で
作
る
か
き
氷
は

四
季
折
々
の
優
し
い
味
わ
い

12
｜ ﹇ 

て
く
て
く 

〝
伝
〞 ﹈

誰
も
が
身
近
に
楽
し
め
る
玩
具
花
火

10
｜

花
火
の
新
し
い
世
界
。
　

08
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

花
火
師
の
心
意
気
を
胸
に
、

被
災
地
か
ら
山
梨
へ
。

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

石
和
温
泉
駅

16
｜

Kofu

Isawaonsen
to Tokyo

to Nagano

to Shizuoka

Otsuki

Kawaguchiko
Ichikawa
daimon

山
梨
の
花
火

信水堂

山内煙火店

マルゴーはなびかん

花火資料館

齊木煙火本店

の
ろ
し
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齊木  克司さ
  ん

直径が共に500mにもなる、
の2尺玉（右）

い
う
習
慣
も
あ
り
、現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。山
梨
で
も

元
日
の
日
の
出
と
共
に
神
社
で
花
火
を
打
ち
上
げ
る
風
習
が

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　市川
に
お
け
る
花
火
作
り
の
歴
史
も
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
甲
州
の
市
川
、常
州
の
水
戸
、三
州
の

岡
崎
の
花
火
は『
日
本
三
花
火
』と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た

そ
う
で
す
が
、商
い
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

時
代
の
こ
と
で
す
。市
川
で
花
火
産
業
が
繁
栄
し
た
の
は
、和
紙

の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。花
火
に
は
紙
や
竹

ひ
ご
な
ど
自
然
素
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。手
持
ち
花
火
に
紙
が

巻
か
れ
て
い
る
の
は
よ
く
目
に
す
る
と
思
い
ま
す
が
、打
ち
上
げ

花
火
に
も
多
く
の
紙
を
使
い
ま
す
。市
川
で
は
製
紙
と
花
火
と
い

う
二
つ
の
地
場
産
業
が
共
に
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。夜
空

に
打
ち
上
げ
る
花
火
が
普
及
す
る
前
に
は
、昼
花
火
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
竹
筒
に
紙
製
の
傘
や
ち
ょ

う
ち
ん
を
入
れ
て
打
ち
上
げ
、そ
れ
ら
が
舞
い
落
ち
る
の
を
楽
し

む
も
の
で
す
。い
わ
ゆ
る
か
ら
く
り
花
火
で
、庶
民
の
間
で
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　
「
江
戸
時
代
の
花
火
は
和
火
と
呼
ば
れ
る
橙
色
一
色
で
し
た
。

当
時
の
火
薬
は
硝
石
・
硫
黄
・
木
炭
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、色
は

単
色
で
、材
料
の
配
合
に
よ
り
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
程
度

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
明
治
時
代
に
な
る
と
ス
ト
ロ
ン

チ
ウ
ム
な
ど
の
金
属
粉
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ
ら
を
原

材
料
に
す
る
こ
と
で
洋
火
と
呼
ば
れ
る
金
属
特
有
の
紅
、緑
な
ど

の
色
の
表
現
が
可
能
と
な
り
、色
彩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
徐
々
に

　
「
山
梨
の
花
火
の
ル
ー
ツ
は
、武
田
氏
の
時
代
の
狼
煙
に
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。当
時
、狼
煙
に
は
流
派
が
あ
り
、武
田
流
と

呼
ば
れ
た
狼
煙
衆
に
よ
っ
て
軍
事
用
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。た
だ
、狼
煙
は
煙
で
す
か
ら
、今
の
よ
う
な
観
賞
用
の
打
ち

上
げ
花
火
の
起
源
は
、日
本
に
鉄
砲
が
伝
来
し
、火
薬
が
入
っ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
よ
う
に
、花
火
の

歴
史
は
非
常
に
古
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　戦の
た
め
に
広
ま
っ
た
火
薬
が
、人
々
の
楽
し
み
と
し
て
の
花

火
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。花
火
は

庶
民
の
文
化
と
な
り
、有
力
な
商
人
た
ち
が
花
火
師
に
作
ら
せ
て

そ
の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。『
鍵
屋
』『
玉
屋
』と
い
う

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は

当
時
を
代
表
す
る
花
火
師
の
屋
号
で
す
。競
い
合
う
こ
と
で
花
火

を
作
る
技
術
が
進
歩
し
、発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　花火
は
人
々
に
と
っ
て
娯
楽
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、別
の
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
隅
田
川
花
火
大
会
の
前
身
で

あ
る
両
国
川
開
き
で
の
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、飢
饉
や
疫
病
に
よ

り
、不
幸
に
し
て
道
端
や
川
に
捨
て
ら
れ
た
死
者
の
慰
霊
と
、厄

よ
け
の
た
め
に
始
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、伊
勢

神
宮
の
奉
納
全
国
花
火
大
会
な
ど
、神
社
に
花
火
を
奉
納
す
る
と

時
代
の
変
遷
の
中
で
生
ま
れ
た
花
火
は
、

庶
民
の
文
化
と
し
て
根
付
い
て
い
っ
た

和
火
か
ら
洋
火
へ
。

花
火
産
業
は
大
き
な
発
展
の
時
を
迎
え
た

わ    

び

よ
う  

び

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　大正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、菊
や
牡
丹
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
形
の
種
類
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。昭
和

の
中
ご
ろ
に
な
る
と
色
や
形
も
さ
ら
に
豊
富
に
な
り
、ま

た
一
発
ず
つ
見
せ
る
も
の
か
ら
、何
発
も
組
み
合
わ
せ
て

打
ち
上
げ
る
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
、打
ち
上
げ
手
法
の
技

術
も
進
歩
し
て
、趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
の
で
す
」

　
「
毎
年
8
月
7
日
に
市
川
で
開
催
さ
れ
る
神
明
の
花
火

大
会
は
、平
安
時
代
に
紙
す
き
の
技
を
市
川
に
伝
え
た
甚

左
衛
門
の
功
績
を
た
た
え
、江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。い
つ
し
か
途
絶
え
た
そ
の
行
事
が
復
活

し
た
の
は
平
成
元
年
の
こ
と
。そ
れ
か
ら
30
年
、神
明
の
花

火
大
会
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、技
術
革
新
が
進
ん
で
い

き
ま
し
た
。昨
今
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

す
る
こ
と
に
よ
り
、打
ち
上
げ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
し

た
り
、そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
う
音
楽
を
挿
入
し
た
り
す

る
な
ど
、花
火
の
演
出
に
も
よ
り
一
層
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
が
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。昔
か
ら
受
け
継
が

れ
、培
わ
れ
て
き
た
花
火
師
た
ち
の
技
と
、最
先
端
の
技
術

の
融
合
に
よ
る
表
現
は
進
化
を
続
け
て
い
ま
す
。花
火
師

は
、自
分
で
作
っ
て
打
ち
上
げ
て
一
人
前
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
作
る
職
人
、魅
せ
る
職
人
と
い
う
よ

う
に
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
分
野
で
活
躍
す
る
職
人
が
求

め
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
一
方

で
、プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
は
表
現
で
き
な
い
ア
ナ
ロ
グ
的

な
味
わ
い
を
求
め
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。斬
新
だ
け
れ
ど
、

ゆ
っ
く
り
と
展
開
さ
れ
、配
色
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
、ど

こ
か
懐
か
し
い
、そ
ん
な
心
が
温
か
く
な
る
よ
う
な
花
火

も
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　来年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

山
梨
の
花
火
も
演
出
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
す
。こ
の
機

会
に
日
本
が
誇
る
花
火
文
化
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
、い

ず
れ
は
山
梨
か
ら『
甲
州
花
火
』と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立

し
て
、世
界
の
空
に
打
ち
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
」

FE ATUR E

花
火
の
今
昔
が
物
語
る
、

思
い
に
寄
り
添
う
繊
細
な
美
意
識
。

毎年8月7日に開催される神明の花火大会

いずれも市川三郷町花火資料館展示品

市川三郷町花火資料館にて

※「市川」は市川三郷町市川大門地区（旧市川大門町）のこと。

の
ろ
し

き  

き
ん

※
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齊木  克司さ
  ん

い
う
習
慣
も
あ
り
、現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。山
梨
で
も

元
日
の
日
の
出
と
共
に
神
社
で
花
火
を
打
ち
上
げ
る
風
習
が

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　市
川
に
お
け
る
花
火
作
り
の
歴
史
も
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
甲
州
の
市
川
、常
州
の
水
戸
、三
州
の

岡
崎
の
花
火
は『
日
本
三
花
火
』と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た

そ
う
で
す
が
、商
い
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

時
代
の
こ
と
で
す
。市
川
で
花
火
産
業
が
繁
栄
し
た
の
は
、和
紙

の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。花
火
に
は
紙
や
竹

ひ
ご
な
ど
自
然
素
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。手
持
ち
花
火
に
紙
が

巻
か
れ
て
い
る
の
は
よ
く
目
に
す
る
と
思
い
ま
す
が
、打
ち
上
げ

花
火
に
も
多
く
の
紙
を
使
い
ま
す
。市
川
で
は
製
紙
と
花
火
と
い

う
二
つ
の
地
場
産
業
が
共
に
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。夜
空

に
打
ち
上
げ
る
花
火
が
普
及
す
る
前
に
は
、昼
花
火
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
竹
筒
に
紙
製
の
傘
や
ち
ょ

う
ち
ん
を
入
れ
て
打
ち
上
げ
、そ
れ
ら
が
舞
い
落
ち
る
の
を
楽
し

む
も
の
で
す
。い
わ
ゆ
る
か
ら
く
り
花
火
で
、庶
民
の
間
で
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　「江
戸
時
代
の
花
火
は
和
火
と
呼
ば
れ
る
橙
色
一
色
で
し
た
。

当
時
の
火
薬
は
硝
石
・
硫
黄
・
木
炭
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、色
は

単
色
で
、材
料
の
配
合
に
よ
り
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
程
度

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
明
治
時
代
に
な
る
と
ス
ト
ロ
ン

チ
ウ
ム
な
ど
の
金
属
粉
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ
ら
を
原

材
料
に
す
る
こ
と
で
洋
火
と
呼
ば
れ
る
金
属
特
有
の
紅
、緑
な
ど

の
色
の
表
現
が
可
能
と
な
り
、色
彩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
徐
々
に

　「山
梨
の
花
火
の
ル
ー
ツ
は
、武
田
氏
の
時
代
の
狼
煙
に
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。当
時
、狼
煙
に
は
流
派
が
あ
り
、武
田
流
と

呼
ば
れ
た
狼
煙
衆
に
よ
っ
て
軍
事
用
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。た
だ
、狼
煙
は
煙
で
す
か
ら
、今
の
よ
う
な
観
賞
用
の
打
ち

上
げ
花
火
の
起
源
は
、日
本
に
鉄
砲
が
伝
来
し
、火
薬
が
入
っ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
よ
う
に
、花
火
の

歴
史
は
非
常
に
古
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　戦
の
た
め
に
広
ま
っ
た
火
薬
が
、人
々
の
楽
し
み
と
し
て
の
花

火
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。花
火
は

庶
民
の
文
化
と
な
り
、有
力
な
商
人
た
ち
が
花
火
師
に
作
ら
せ
て

そ
の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。『
鍵
屋
』『
玉
屋
』と
い
う

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は

当
時
を
代
表
す
る
花
火
師
の
屋
号
で
す
。競
い
合
う
こ
と
で
花
火

を
作
る
技
術
が
進
歩
し
、発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　花
火
は
人
々
に
と
っ
て
娯
楽
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、別
の
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
隅
田
川
花
火
大
会
の
前
身
で

あ
る
両
国
川
開
き
で
の
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、飢
饉
や
疫
病
に
よ

り
、不
幸
に
し
て
道
端
や
川
に
捨
て
ら
れ
た
死
者
の
慰
霊
と
、厄

よ
け
の
た
め
に
始
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、伊
勢

神
宮
の
奉
納
全
国
花
火
大
会
な
ど
、神
社
に
花
火
を
奉
納
す
る
と

時
代
の
変
遷
の
中
で
生
ま
れ
た
花
火
は
、

庶
民
の
文
化
と
し
て
根
付
い
て
い
っ
た

和
火
か
ら
洋
火
へ
。

花
火
産
業
は
大
き
な
発
展
の
時
を
迎
え
た

わ    

び

よ
う  

び

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、菊
や
牡
丹
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
形
の
種
類
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。昭
和

の
中
ご
ろ
に
な
る
と
色
や
形
も
さ
ら
に
豊
富
に
な
り
、ま

た
一
発
ず
つ
見
せ
る
も
の
か
ら
、何
発
も
組
み
合
わ
せ
て

打
ち
上
げ
る
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
、打
ち
上
げ
手
法
の
技

術
も
進
歩
し
て
、趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
の
で
す
」

　「毎
年
8
月
7
日
に
市
川
で
開
催
さ
れ
る
神
明
の
花
火

大
会
は
、平
安
時
代
に
紙
す
き
の
技
を
市
川
に
伝
え
た
甚

左
衛
門
の
功
績
を
た
た
え
、江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。い
つ
し
か
途
絶
え
た
そ
の
行
事
が
復
活

し
た
の
は
平
成
元
年
の
こ
と
。そ
れ
か
ら
30
年
、神
明
の
花

火
大
会
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、技
術
革
新
が
進
ん
で
い

き
ま
し
た
。昨
今
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

す
る
こ
と
に
よ
り
、打
ち
上
げ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
し

た
り
、そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
う
音
楽
を
挿
入
し
た
り
す

る
な
ど
、花
火
の
演
出
に
も
よ
り
一
層
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
が
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。昔
か
ら
受
け
継
が

れ
、培
わ
れ
て
き
た
花
火
師
た
ち
の
技
と
、最
先
端
の
技
術

の
融
合
に
よ
る
表
現
は
進
化
を
続
け
て
い
ま
す
。花
火
師

は
、自
分
で
作
っ
て
打
ち
上
げ
て
一
人
前
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
作
る
職
人
、魅
せ
る
職
人
と
い
う
よ

う
に
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
分
野
で
活
躍
す
る
職
人
が
求

め
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
一
方

で
、プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
は
表
現
で
き
な
い
ア
ナ
ロ
グ
的

な
味
わ
い
を
求
め
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。斬
新
だ
け
れ
ど
、

ゆ
っ
く
り
と
展
開
さ
れ
、配
色
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
、ど

こ
か
懐
か
し
い
、そ
ん
な
心
が
温
か
く
な
る
よ
う
な
花
火

も
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　来
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

山
梨
の
花
火
も
演
出
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
す
。こ
の
機

会
に
日
本
が
誇
る
花
火
文
化
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
、い

ず
れ
は
山
梨
か
ら『
甲
州
花
火
』と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立

し
て
、世
界
の
空
に
打
ち
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
」

FE ATUR E

花
火
の
今
昔
が
物
語
る
、

思
い
に
寄
り
添
う
繊
細
な
美
意
識
。

毎年8月7日に開催される神明の花火大会

いずれも市川三郷町花火資料館展示品

市川三郷町花火資料館にて

※「市川」は市川三郷町市川大門地区（旧市川大門町）のこと。

の
ろ
し

き  

き
ん

※
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■場　　所：
■問い合わせ：

い
う
習
慣
も
あ
り
、現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。山
梨
で
も

元
日
の
日
の
出
と
共
に
神
社
で
花
火
を
打
ち
上
げ
る
風
習
が

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　市川
に
お
け
る
花
火
作
り
の
歴
史
も
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
甲
州
の
市
川
、常
州
の
水
戸
、三
州
の

岡
崎
の
花
火
は『
日
本
三
花
火
』と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た

そ
う
で
す
が
、商
い
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

時
代
の
こ
と
で
す
。市
川
で
花
火
産
業
が
繁
栄
し
た
の
は
、和
紙

の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。花
火
に
は
紙
や
竹

ひ
ご
な
ど
自
然
素
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。手
持
ち
花
火
に
紙
が

巻
か
れ
て
い
る
の
は
よ
く
目
に
す
る
と
思
い
ま
す
が
、打
ち
上
げ

花
火
に
も
多
く
の
紙
を
使
い
ま
す
。市
川
で
は
製
紙
と
花
火
と
い

う
二
つ
の
地
場
産
業
が
共
に
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。夜
空

に
打
ち
上
げ
る
花
火
が
普
及
す
る
前
に
は
、昼
花
火
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
竹
筒
に
紙
製
の
傘
や
ち
ょ

う
ち
ん
を
入
れ
て
打
ち
上
げ
、そ
れ
ら
が
舞
い
落
ち
る
の
を
楽
し

む
も
の
で
す
。い
わ
ゆ
る
か
ら
く
り
花
火
で
、庶
民
の
間
で
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　
「
江
戸
時
代
の
花
火
は
和
火
と
呼
ば
れ
る
橙
色
一
色
で
し
た
。

当
時
の
火
薬
は
硝
石
・
硫
黄
・
木
炭
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、色
は

単
色
で
、材
料
の
配
合
に
よ
り
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
程
度

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
明
治
時
代
に
な
る
と
ス
ト
ロ
ン

チ
ウ
ム
な
ど
の
金
属
粉
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ
ら
を
原

材
料
に
す
る
こ
と
で
洋
火
と
呼
ば
れ
る
金
属
特
有
の
紅
、緑
な
ど

の
色
の
表
現
が
可
能
と
な
り
、色
彩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
徐
々
に
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「
山
梨
の
花
火
の
ル
ー
ツ
は
、武
田
氏
の
時
代
の
狼
煙
に
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。当
時
、狼
煙
に
は
流
派
が
あ
り
、武
田
流
と

呼
ば
れ
た
狼
煙
衆
に
よ
っ
て
軍
事
用
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。た
だ
、狼
煙
は
煙
で
す
か
ら
、今
の
よ
う
な
観
賞
用
の
打
ち

上
げ
花
火
の
起
源
は
、日
本
に
鉄
砲
が
伝
来
し
、火
薬
が
入
っ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
よ
う
に
、花
火
の

歴
史
は
非
常
に
古
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　戦の
た
め
に
広
ま
っ
た
火
薬
が
、人
々
の
楽
し
み
と
し
て
の
花

火
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。花
火
は

庶
民
の
文
化
と
な
り
、有
力
な
商
人
た
ち
が
花
火
師
に
作
ら
せ
て

そ
の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。『
鍵
屋
』『
玉
屋
』と
い
う

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は

当
時
を
代
表
す
る
花
火
師
の
屋
号
で
す
。競
い
合
う
こ
と
で
花
火

を
作
る
技
術
が
進
歩
し
、発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　花火
は
人
々
に
と
っ
て
娯
楽
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、別
の
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
隅
田
川
花
火
大
会
の
前
身
で

あ
る
両
国
川
開
き
で
の
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、飢
饉
や
疫
病
に
よ

り
、不
幸
に
し
て
道
端
や
川
に
捨
て
ら
れ
た
死
者
の
慰
霊
と
、厄

よ
け
の
た
め
に
始
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、伊
勢

神
宮
の
奉
納
全
国
花
火
大
会
な
ど
、神
社
に
花
火
を
奉
納
す
る
と

ぼ
た
ん

山
梨
の
花
火
を
世
界
の
空
に

「
甲
州
花
火
」を
広
め
た
い

市川三郷町 花火資料館
花火玉の模型や、打ち上げ筒、神明の花火大会のポスターなどが展示さ
れ、花火の構造や歴史などを学ぶことができる。

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　大正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、菊
や
牡
丹
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
形
の
種
類
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。昭
和

の
中
ご
ろ
に
な
る
と
色
や
形
も
さ
ら
に
豊
富
に
な
り
、ま

た
一
発
ず
つ
見
せ
る
も
の
か
ら
、何
発
も
組
み
合
わ
せ
て

打
ち
上
げ
る
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
、打
ち
上
げ
手
法
の
技

術
も
進
歩
し
て
、趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
の
で
す
」

　
「
毎
年
8
月
7
日
に
市
川
で
開
催
さ
れ
る
神
明
の
花
火

大
会
は
、平
安
時
代
に
紙
す
き
の
技
を
市
川
に
伝
え
た
甚

左
衛
門
の
功
績
を
た
た
え
、江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。い
つ
し
か
途
絶
え
た
そ
の
行
事
が
復
活

し
た
の
は
平
成
元
年
の
こ
と
。そ
れ
か
ら
30
年
、神
明
の
花

火
大
会
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、技
術
革
新
が
進
ん
で
い

き
ま
し
た
。昨
今
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

す
る
こ
と
に
よ
り
、打
ち
上
げ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
し

た
り
、そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
う
音
楽
を
挿
入
し
た
り
す

る
な
ど
、花
火
の
演
出
に
も
よ
り
一
層
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
が
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。昔
か
ら
受
け
継
が

れ
、培
わ
れ
て
き
た
花
火
師
た
ち
の
技
と
、最
先
端
の
技
術

の
融
合
に
よ
る
表
現
は
進
化
を
続
け
て
い
ま
す
。花
火
師

は
、自
分
で
作
っ
て
打
ち
上
げ
て
一
人
前
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
作
る
職
人
、魅
せ
る
職
人
と
い
う
よ

う
に
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
分
野
で
活
躍
す
る
職
人
が
求

め
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
一
方

で
、プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
は
表
現
で
き
な
い
ア
ナ
ロ
グ
的

な
味
わ
い
を
求
め
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。斬
新
だ
け
れ
ど
、

ゆ
っ
く
り
と
展
開
さ
れ
、配
色
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
、ど

こ
か
懐
か
し
い
、そ
ん
な
心
が
温
か
く
な
る
よ
う
な
花
火

も
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　来年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

山
梨
の
花
火
も
演
出
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
す
。こ
の
機

会
に
日
本
が
誇
る
花
火
文
化
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
、い

ず
れ
は
山
梨
か
ら『
甲
州
花
火
』と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立

し
て
、世
界
の
空
に
打
ち
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
」

山梨市

笛吹川県下納涼花火大会

7月27日［土］

万葉の森を背景に、鮮やかに打ち上がる迫力満点の
花火を満喫できる。

笛吹市

石和温泉鵜飼花火

7／20～8／19の水・木・土・日

石和温泉の夏の風物詩である花火と鵜飼をゆったり
と楽しめる。

富士河口湖町

富士山・河口湖山開き花火大会

7月6日［土］

富士山の山開きを祝って開催される、山梨の夏の花火
シーズンの幕開けとなる花火大会。

3000
発

300
発

2000
発

山中湖村

山中湖花火大会「報湖祭」

8月1日［木］

文豪・徳富蘇峰によって命名。大正時代から続く富士
五湖祭のトップを切って開かれる花火大会。

14000
発

富士河口湖町

精進湖涼湖祭＆音楽祭

8月4日［日］

精進湖の爽やかな雰囲気の中で、音楽と花火のコラ
ボレーションを満喫できる。

300
発

富士河口湖町

河口湖湖上祭

8月4日［日］・5日［月］

前夜祭と大・花火大会が開催される。富士山をバック
に打ち上がる花火は忘れがたい美しさ。

10000
発

忍野村

忍野八海祭り

8月8日［木］

忍野八海の守護神「八大竜王」を祭る夏祭り。クライ
マックスの花火は趣向が凝らされ見応えがある。

5888
発

韮崎市

武田の里にらさき花火大会

8月16日［金］

武田家ゆかりの地で打ち上がる花火は、歴史ロマンを
感じる韮崎の夏の風物詩。

7000
発

身延町

下山愛宕祭典花火大会

8月16日［金］

江戸時代から続く花火大会で、火事を防ぐ「火防将軍
地蔵」の祭事として継承されている。

500
発

笛吹市

石和温泉花火大会

8月21日［水］

花火を間近で満喫できる、笛吹市夏祭りのフィナーレ
を飾る花火大会。

10000
発

道志村

盆踊り花火大会

8月14日［水］

山あいにある道志村の花火は、音が山に反響し、迫
力があることで人気を集めている。

500
発

南部町

南部の火祭り

8月15日［木］

投げ松明、大松明など火が主役。富士川沿いにかが
り火が並び、大輪の花火が打ち上がる。

3000
発

市川三郷町

神明の花火大会

8月7日［水］

県下最大級の花火大会。花火師たちの技の結晶で
ある花火が人 を々魅了する。

20000
発

富士河口湖町

西湖竜宮祭

8月2日［金］

灯籠流しも行われ、華やかに打ち上がる花火と灯籠
の光が湖面に映り、幻想的な雰囲気に包まれる。

700
発

富士河口湖町

本栖湖神湖祭

8月3日［土］

打ち上げ場所が近いため、花火の鮮やかな造形と音
の迫力は満点。ステージイベントなどを同時開催。

1000
発

２０１９ 山梨 夏の花火大会スケジュール
※記載内容は変更になる場合があります。

齊木煙火本店の旧商号が明記された昭和30年代の両国川開きのパンフレット
（個人蔵）

市川三郷町高田531-1　TEL.055-272-0901
開館時間：11：00～15：00　休館日：月曜日・火曜日　入館料：無料

河口湖畔周辺
河口湖観光協会
TEL.0555-76-8300

■場　　所：
■問い合わせ：

山中湖畔周辺
山中湖観光協会
TEL.0555-62-3100

■場　　所：
■問い合わせ：

精進湖畔周辺
精進湖観光協会 
TEL.0555-87-2651

■場　　所：
■問い合わせ：

忍野中学校
忍野八海祭り実行委員会
TEL.0555-84-7794

■場　　所：
■問い合わせ：

釜無川河川公園
武田の里まつり実行委員会
TEL.0551-22-1991

■場　　所：
■問い合わせ：

身延町下山新町
身延町役場観光課
TEL.0556-62-1116

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（笛吹市役所前）
笛吹市観光物産連盟
TEL.055-261-2829

■場　　所：
■問い合わせ：

道志村民グラウンド
道志村青年団
TEL.0554-52-2114

■場　　所：
■問い合わせ：

富士川河川敷（南部橋付近）
南部町火祭り実行委員会
TEL.0556-64-3111

■場　　所：
■問い合わせ：

河口湖畔周辺
河口湖観光協会
TEL.0555-76-8300

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（三郡橋付近）
市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
TEL.055-272-1101

■場　　所：
■問い合わせ：

西湖畔周辺
西湖観光協会 
TEL.0555-82-3131

■場　　所：
■問い合わせ：

本栖湖畔周辺
本栖湖観光協会
TEL.0555-87-2518

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（万力大橋付近）
山梨市花火大会実行委員会
TEL.0553-22-0806

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（笛吹市役所前）
石和温泉旅館協同組合
TEL.055-262-3626

そ    ほう

たいまつ
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■場　　所：
■問い合わせ：

い
う
習
慣
も
あ
り
、現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。山
梨
で
も

元
日
の
日
の
出
と
共
に
神
社
で
花
火
を
打
ち
上
げ
る
風
習
が

残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　市川
に
お
け
る
花
火
作
り
の
歴
史
も
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
甲
州
の
市
川
、常
州
の
水
戸
、三
州
の

岡
崎
の
花
火
は『
日
本
三
花
火
』と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た

そ
う
で
す
が
、商
い
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

時
代
の
こ
と
で
す
。市
川
で
花
火
産
業
が
繁
栄
し
た
の
は
、和
紙

の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。花
火
に
は
紙
や
竹

ひ
ご
な
ど
自
然
素
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。手
持
ち
花
火
に
紙
が

巻
か
れ
て
い
る
の
は
よ
く
目
に
す
る
と
思
い
ま
す
が
、打
ち
上
げ

花
火
に
も
多
く
の
紙
を
使
い
ま
す
。市
川
で
は
製
紙
と
花
火
と
い

う
二
つ
の
地
場
産
業
が
共
に
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。夜
空

に
打
ち
上
げ
る
花
火
が
普
及
す
る
前
に
は
、昼
花
火
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
竹
筒
に
紙
製
の
傘
や
ち
ょ

う
ち
ん
を
入
れ
て
打
ち
上
げ
、そ
れ
ら
が
舞
い
落
ち
る
の
を
楽
し

む
も
の
で
す
。い
わ
ゆ
る
か
ら
く
り
花
火
で
、庶
民
の
間
で
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　
「
江
戸
時
代
の
花
火
は
和
火
と
呼
ば
れ
る
橙
色
一
色
で
し
た
。

当
時
の
火
薬
は
硝
石
・
硫
黄
・
木
炭
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、色
は

単
色
で
、材
料
の
配
合
に
よ
り
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
る
程
度

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
明
治
時
代
に
な
る
と
ス
ト
ロ
ン

チ
ウ
ム
な
ど
の
金
属
粉
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ
ら
を
原

材
料
に
す
る
こ
と
で
洋
火
と
呼
ば
れ
る
金
属
特
有
の
紅
、緑
な
ど

の
色
の
表
現
が
可
能
と
な
り
、色
彩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
徐
々
に
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「
山
梨
の
花
火
の
ル
ー
ツ
は
、武
田
氏
の
時
代
の
狼
煙
に
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。当
時
、狼
煙
に
は
流
派
が
あ
り
、武
田
流
と

呼
ば
れ
た
狼
煙
衆
に
よ
っ
て
軍
事
用
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。た
だ
、狼
煙
は
煙
で
す
か
ら
、今
の
よ
う
な
観
賞
用
の
打
ち

上
げ
花
火
の
起
源
は
、日
本
に
鉄
砲
が
伝
来
し
、火
薬
が
入
っ
て

き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
よ
う
に
、花
火
の

歴
史
は
非
常
に
古
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　戦の
た
め
に
広
ま
っ
た
火
薬
が
、人
々
の
楽
し
み
と
し
て
の
花

火
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。花
火
は

庶
民
の
文
化
と
な
り
、有
力
な
商
人
た
ち
が
花
火
師
に
作
ら
せ
て

そ
の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。『
鍵
屋
』『
玉
屋
』と
い
う

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は

当
時
を
代
表
す
る
花
火
師
の
屋
号
で
す
。競
い
合
う
こ
と
で
花
火

を
作
る
技
術
が
進
歩
し
、発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　花火
は
人
々
に
と
っ
て
娯
楽
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、別
の
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
隅
田
川
花
火
大
会
の
前
身
で

あ
る
両
国
川
開
き
で
の
花
火
の
打
ち
上
げ
は
、飢
饉
や
疫
病
に
よ

り
、不
幸
に
し
て
道
端
や
川
に
捨
て
ら
れ
た
死
者
の
慰
霊
と
、厄

よ
け
の
た
め
に
始
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、伊
勢

神
宮
の
奉
納
全
国
花
火
大
会
な
ど
、神
社
に
花
火
を
奉
納
す
る
と

ぼ
た
ん

山
梨
の
花
火
を
世
界
の
空
に

「
甲
州
花
火
」を
広
め
た
い

市川三郷町 花火資料館
花火玉の模型や、打ち上げ筒、神明の花火大会のポスターなどが展示さ
れ、花火の構造や歴史などを学ぶことができる。

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　大正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、菊
や
牡
丹
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
形
の
種
類
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。昭
和

の
中
ご
ろ
に
な
る
と
色
や
形
も
さ
ら
に
豊
富
に
な
り
、ま

た
一
発
ず
つ
見
せ
る
も
の
か
ら
、何
発
も
組
み
合
わ
せ
て

打
ち
上
げ
る
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
、打
ち
上
げ
手
法
の
技

術
も
進
歩
し
て
、趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
の
で
す
」

　
「
毎
年
8
月
7
日
に
市
川
で
開
催
さ
れ
る
神
明
の
花
火

大
会
は
、平
安
時
代
に
紙
す
き
の
技
を
市
川
に
伝
え
た
甚

左
衛
門
の
功
績
を
た
た
え
、江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。い
つ
し
か
途
絶
え
た
そ
の
行
事
が
復
活

し
た
の
は
平
成
元
年
の
こ
と
。そ
れ
か
ら
30
年
、神
明
の
花

火
大
会
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、技
術
革
新
が
進
ん
で
い

き
ま
し
た
。昨
今
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

す
る
こ
と
に
よ
り
、打
ち
上
げ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
し

た
り
、そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
う
音
楽
を
挿
入
し
た
り
す

る
な
ど
、花
火
の
演
出
に
も
よ
り
一
層
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
が
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。昔
か
ら
受
け
継
が

れ
、培
わ
れ
て
き
た
花
火
師
た
ち
の
技
と
、最
先
端
の
技
術

の
融
合
に
よ
る
表
現
は
進
化
を
続
け
て
い
ま
す
。花
火
師

は
、自
分
で
作
っ
て
打
ち
上
げ
て
一
人
前
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
作
る
職
人
、魅
せ
る
職
人
と
い
う
よ

う
に
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
分
野
で
活
躍
す
る
職
人
が
求

め
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
一
方

で
、プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
は
表
現
で
き
な
い
ア
ナ
ロ
グ
的

な
味
わ
い
を
求
め
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。斬
新
だ
け
れ
ど
、

ゆ
っ
く
り
と
展
開
さ
れ
、配
色
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
、ど

こ
か
懐
か
し
い
、そ
ん
な
心
が
温
か
く
な
る
よ
う
な
花
火

も
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　来年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

山
梨
の
花
火
も
演
出
に
用
い
ら
れ
る
予
定
で
す
。こ
の
機

会
に
日
本
が
誇
る
花
火
文
化
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
、い

ず
れ
は
山
梨
か
ら『
甲
州
花
火
』と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立

し
て
、世
界
の
空
に
打
ち
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
」

山梨市

笛吹川県下納涼花火大会

7月27日［土］

万葉の森を背景に、鮮やかに打ち上がる迫力満点の
花火を満喫できる。

笛吹市

石和温泉鵜飼花火

7／20～8／19の水・木・土・日

石和温泉の夏の風物詩である花火と鵜飼をゆったり
と楽しめる。

富士河口湖町

富士山・河口湖山開き花火大会

7月6日［土］

富士山の山開きを祝って開催される、山梨の夏の花火
シーズンの幕開けとなる花火大会。

3000
発

300
発

2000
発

山中湖村

山中湖花火大会「報湖祭」

8月1日［木］

文豪・徳富蘇峰によって命名。大正時代から続く富士
五湖祭のトップを切って開かれる花火大会。

14000
発

富士河口湖町

精進湖涼湖祭＆音楽祭

8月4日［日］

精進湖の爽やかな雰囲気の中で、音楽と花火のコラ
ボレーションを満喫できる。

300
発

富士河口湖町

河口湖湖上祭

8月4日［日］・5日［月］

前夜祭と大・花火大会が開催される。富士山をバック
に打ち上がる花火は忘れがたい美しさ。

10000
発

忍野村

忍野八海祭り

8月8日［木］

忍野八海の守護神「八大竜王」を祭る夏祭り。クライ
マックスの花火は趣向が凝らされ見応えがある。

5888
発

韮崎市

武田の里にらさき花火大会

8月16日［金］

武田家ゆかりの地で打ち上がる花火は、歴史ロマンを
感じる韮崎の夏の風物詩。

7000
発

身延町

下山愛宕祭典花火大会

8月16日［金］

江戸時代から続く花火大会で、火事を防ぐ「火防将軍
地蔵」の祭事として継承されている。

500
発

笛吹市

石和温泉花火大会

8月21日［水］

花火を間近で満喫できる、笛吹市夏祭りのフィナーレ
を飾る花火大会。

10000
発

道志村

盆踊り花火大会

8月14日［水］

山あいにある道志村の花火は、音が山に反響し、迫
力があることで人気を集めている。

500
発

南部町

南部の火祭り

8月15日［木］

投げ松明、大松明など火が主役。富士川沿いにかが
り火が並び、大輪の花火が打ち上がる。

3000
発

市川三郷町

神明の花火大会

8月7日［水］

県下最大級の花火大会。花火師たちの技の結晶で
ある花火が人 を々魅了する。

20000
発

富士河口湖町

西湖竜宮祭

8月2日［金］

灯籠流しも行われ、華やかに打ち上がる花火と灯籠
の光が湖面に映り、幻想的な雰囲気に包まれる。

700
発

富士河口湖町

本栖湖神湖祭

8月3日［土］

打ち上げ場所が近いため、花火の鮮やかな造形と音
の迫力は満点。ステージイベントなどを同時開催。

1000
発

２０１９ 山梨 夏の花火大会スケジュール
※記載内容は変更になる場合があります。
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身延町役場観光課
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■場　　所：
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笛吹市観光物産連盟
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■場　　所：
■問い合わせ：
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道志村青年団
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■問い合わせ：
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■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（三郡橋付近）
市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
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■場　　所：
■問い合わせ：

西湖畔周辺
西湖観光協会 
TEL.0555-82-3131

■場　　所：
■問い合わせ：

本栖湖畔周辺
本栖湖観光協会
TEL.0555-87-2518

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（万力大橋付近）
山梨市花火大会実行委員会
TEL.0553-22-0806

■場　　所：
■問い合わせ：

笛吹川河川敷（笛吹市役所前）
石和温泉旅館協同組合
TEL.055-262-3626

そ    ほう

たいまつ
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株式会社 マルゴー
市川三郷町市川大門4411／TEL.0120-46-0505

株式会社 マルゴー 代表取締役社長

齊木  智さ
  ん

長
年
培
っ
た
技
で
新
境
地
を
開
拓

極
上
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

地
域
貢
献
に
つ
な
が
る
花
火
の
力

FE ATUR E

斬
新
な
特
殊
効
果
花
火
を
極
め
る

花
火
の

新
し
い
世
界
。

　
「
当
社
が
特
殊
効
果
花
火
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
二
十

数
年
前
か
ら
で
す
。子
ど
も
の
数
も
減
り
、花
火
を
す
る
場

所
も
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、玩
具
花
火
の
需
要
が

減
少
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、当
社
は
打
ち
上
げ
花
火
の
中

で
も
演
出
用
に
使
わ
れ
る
特
殊
効
果
花
火
に
特
化
し
て
い

く
道
を
選
択
し
ま
し
た
。も
と
も
と
玩
具
花
火
を
中
心
に

製
造
し
て
い
た
の
で
、細
か
な
作
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
り
、

そ
れ
を
特
殊
効
果
花
火
の
製
造
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。　特殊

効
果
花
火
は
、さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
に
欠
か
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。大
き
さ
や
演
出
も
多
岐
に
わ
た
り
、

昼
夜
問
わ
ず
、ま
た
屋
内
外
ど
ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
結
婚
式
や
コ
ン

サ
ー
ト
、学
園
祭
、プ
ロ
野
球
の
ド
ー
ム
球
場
で
も
打
ち
上

げ
て
い
ま
す
。雪
の
よ
う
な
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の

な
ど
、一
般
的
な
花
火
と
は
違
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
演
出
も
手
掛
け
て
い
ま
す
。さ
ら
に
夜
空
と

い
う
舞
台
で
花
火
が
踊
っ
て
い
る
よ
う
な『
花
火
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
』を
企
画
す
る
な
ど
、印
象
的
な
表
現
を
追
求
し
て

い
ま
す
。特
殊
効
果
花
火
に
は
火
薬
を
使
用
し
て
い
る
も

の
と
、し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、打
ち
上
げ
る
場
所

に
合
わ
せ
て
、十
分
な
安
全
性
と
効
果
を
提
供
で
き
る
の

で
す
」　

「
沖
縄
の
琉
球
海
炎
祭
で
は
、世
界
的
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

コ
シ
ノ
ジ
ュ
ン
コ
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
る
花
火
も

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
、私
た
ち
に
は
な
い
斬
新
で
独
創

的
な
発
想
に
は
大
い
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。私
た
ち
も

常
に
研
究
と
テ
ス
ト
を
重
ね
な
が
ら
、色
彩
、色
の
変
化
、

動
き
な
ど
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
り
、そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な

形
へ
と
発
展
さ
せ
る
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。打
ち
上
げ

も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
す
る
よ
う
に
な
り
、き
め
細
か

い
演
出
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。昨
年
、歌
舞
伎
俳
優
の
市

川
海
老
蔵
さ
ん
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
て
い
た
だ

き
、お
台
場
で
歌
舞
伎
の
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
花
火
を
打

ち
上
げ
た
と
き
も
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
駆
使
し
て
演
出

し
ま
し
た
。

　
花
火
は
限
ら
れ
た
球
体
の
容
積
で
作
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。そ
の
中
で
ど
う
表
現
し
て
い
く
か
が
重
要
で
す

が
、そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。そ
し
て
、何
よ
り

大
切
な
こ
と
は
安
全
で
事
故
が
な
い
こ
と
。こ
れ
が
あ
っ

て
初
め
て
感
動
を
呼
ぶ
花
火
が
で
き
る
の
で
す
。何
十
万

と
い
う
人
が
同
時
に
同
じ
も
の
を
見
て
感
動
で
き
る
も
の

が
花
火
以
外
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。私
は
こ
の
よ
う
な
光

景
を
見
る
た
び
に
花
火
に
携
わ
る
者
と
し
て
誇
り
を
感
じ

て
い
ま
す
。

　また
、一
瞬
で
消
え
て
も
、心
に
ず
っ
と
感
動
が
残
る
花
火

を
活
用
し
た
地
域
お
こ
し
を
提
案
し
て
い
き
た
い
で
す
。

例
え
ば
、S
N
S
で
当
社
の
花
火
を
見
た
国
内
外
の
人
々

が『
お
ら
が
町
市
川
』に
興
味
を
持
っ
て
訪
れ
て
く
れ
る
。そ

ん
な
ふ
う
に
花
火
が
地
域
振
興
の
一
助
に
な
っ
て
く
れ
た

ら
う
れ
し
い
で
す
。さ
ま
ざ
ま
な
地
域
や
人
を
つ
な
ぐ
…

花
火
に
は
そ
ん
な
力
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
」

イリュージョニスト・プリンセス天功さんのステージの花火演出も手掛けている

東京都港区のお台場海浜公園で行われた東京花火大祭で、市川海老蔵さんとのコラボレーションが実現

打ち上げ花火の準備風景

表紙の花火玉は
株式会社マルゴーが製作
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