


越
後
長
岡
は
、
譜
代
大
名
牧
野
氏
七
万
四
千
石
余
の
城
下
町
で
し
た
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
長
岡
城
は
、
今
は
あ
と
か
た
も
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
三
万
九
千
坪
（
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
も
あ
っ
た
御
城
内
は

近
代
都
市
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

御
三
階
櫓
を
は
じ
め
と
す
る
八
つ
の
二
階
櫓
は
、

松
葉
、
青
葉
に
映
え
て
、
白
壁
の
美
し
さ
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
が

新
幹
線
の
長
岡
駅
、
市
庁
舎
と
市
民
交
流
の
場
ア
オ
ー
レ
長
岡
や

学
び
舎
の
ま
ち
な
か
キ
ャ
ン
パ
ス
長
岡
な
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
も
混
在
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
長
岡
藩
の
中
心
で
あ
っ
た
長
岡
城
は

近
代
都
市
長
岡
の
中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
変
貌
ぶ
り
は
、
城
下
町
だ
と
思
っ
て
お
と
ず
れ
る
人
も
ビ
ッ
ク
リ
す
る
ほ
ど
で
す
。

戊
辰
戦
争
（
一
八
六
八
）
で
長
岡
城
は
焼
け
落
ち
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
城
跡
を
開
墾
し
、
諸
産
業
を
興
し

本
丸
に
鉄
道
の
停
車
場
を
ひ
き
入
れ
た
の
で
す
。

長
岡
城
の
面
影
を
心
に
刻
ん
で

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
し
た
人
び
と
。

そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
牧
野
氏
治
政
時
代
に
培
っ
た

士
民
協
働
の
精
神
が
基
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。

身
分
を
越
え
て
互
い
の
人
間
性
を
尊
重
し
あ
う

知
恵
が
士
魂
商
才
の
ま
ち
づ
く
り
と
な
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

第
二
号
は
い
ま
も
長
岡
の
人
び
と
の
心
に
残
る

ま
ぼ
ろ
し
の
長
岡
城
を
め
ぐ
る
話
題
で
す
。

城
は
な
く
と
も
夢
が
あ
る
。

	
	

　
　
　
　

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会		

会
長		

森		

民
夫

巻
頭
言

士
魂
商
才
の
ま
ち

旧暦の６月１５日は、長岡築城以前から蔵王堂城址の二之丸跡に鎮座している蔵王権現社の蔵王大祭の祭日であった。城下
の１８町内が祭り屋台を出して町内をめぐった。そのハイライトは、１８台の屋台が領内の町人や農民とともに、町口門から大手
門を抜けて、城内の厩（うまや）前馬場に集合した。この日ばかりは、領民１万人余りが侍の家族とともに城内に入った。
12 メートル 98 センチ（実物）に及ぶこの絵巻は、蒼柴神社に所蔵されている。

長岡藩絵師 飯島文常筆「蔵王大祭屋台行列図」 （部分）

長岡城のシンボルともいうべき本丸御三階櫓は、本丸郭（くるわ）の西北の隅にあった。
堀の水面から屋根の鯱鉾まで約２３メートルの高さがあったといわれ、城下の隅 ま々で
見渡せた。最上階の西側に唐破風の出窓があり、城下の人びとは、御三階と親しみを
こめて呼んでいた。

町内の屋台。これは人が担いで運んだ屋
台だが、時代によっては車をつけたもの。
幟（のぼり）をたてた屋台も各町内から
でた。先頭の囃（はやし）屋台は舟形の
神田町などが交互に務めた。

表紙・長岡城本丸御三階櫓（模型・長岡藩主牧野家史料館に展示）

発刊趣旨
英語のROOTS（ルーツ）は、樹木の根や物事の始まりを意味します。
また、先人や祖先の意味も併せ持ちます。「越後長岡ROOTS400」は、
開府400 年を迎える長岡の歴史を遡り、まちのROOTSを探ります。
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長
岡
城

そ
れ
は
そ
れ
は
、
立
派
な
御
城
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

天
守
と
も
い
う
べ
き
御
三
階
櫓や

ぐ
らの
両
は
し
に
は

鯱し
ゃ
ち
ほ
こ
鉾
が
か
が
や
き

領
内
の
す
べ
て
が
見
渡
せ
る
か
の
よ
う
に

八は
っ
ぽ
う
し
ょ
う
め
ん

方
正
面
櫓
の
役
割
り
を
果
た
し
た
櫓
が

城
の
中
心
に
で
ん
と
据
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

殿
様
の
牧
野
様
は
と
き
ど
き
登
っ
て
は

領
民
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
て
お
い
で
で
し
た
。

そ
こ
は
今
、
Ｊ
Ｒ
の
長
岡
駅
で
す
。

さ
て
、
長
岡
藩
風
は
「
常
在
戦
場
」。

戦
国
時
代
に
興
っ
た
、
そ
の
思
想
は

泰
平
の
世
に
な
る
と
創
意
工
夫
を
し
よ
う
と
す
る

侍
や
商
人
、
農
民
た
ち
の
知
恵
と
な
り
ま
し
た
。

身
分
の
垣
根
を
越
え
た

士
民
協
働
の
心
の
芽
生
え
で
す
。

産
業
・
文
化
が
興
り

そ
れ
は
楽
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

水
路
が
縦
横
に
め
ぐ
り
船
が
行
き
か
い

城
と
町
は
浮
島
の
よ
う
に

賑
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
戦
争
と
時
代
の
波
に
よ
り

に
わ
か
に
城
は
な
く
な
り
ま
す
。

人
び
と
は
失
わ
れ
た
御
城
の
う
え
に

新
し
い
ま
ち
を
創
造
し
よ
う
と
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
時
代
を
先
取
り
し
た
市
民
協
働
の

土
を
盛
り
あ
げ
た

士
魂
商
才
の
新
し
い
城
で
し
た
。

長
岡
城
は
一
部
を
除
い
て

石
垣
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が

こ
の
新
し
い
ま
ち
の
城
に
は
人
づ
く
り
の

志
が
積
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
米
百
俵
の
精
神
で
す
。

城
は
な
く
と
も
夢
が
あ
る
。

二
之
丸
跡
に
は
、
開
か
れ
た
市
民
協
働
の
城

ア
オ
ー
レ
長
岡
が
建
ち
ま
し
た
。

そ
ん
な
長
岡
の
夢
づ
く
り
の
城
の
物
語
を

ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

今
も
城
の
う
え
に

ま
ち
が
あ
る

（
注
） 

米
百
俵
の
精
神

幕
末
、
長
岡
藩
は
奥
羽
越
列
藩
同
盟
軍
に
属
し
て
、
明
治
新
政
府

軍
と
戦
い
、そ
の
た
め
城
と
城
下
、領
内
の
村
々
は
焼
亡
し
ま
し
た
。

戦
後
、
復
興
に
苦
し
み
、
と
り
わ
け
城
下
に
飢
餓
が
襲
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
支
藩
の
三
根
山
藩
か
ら
米
百
俵
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
藩
儒
小
林
虎
三
郎
が
、
藩
士
、
家
族
に
わ
け
ず
、
未
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
教
育
資
金
に
し
ま
し
た
。
こ
の
故
事
を

基
に
、
人
材
育
成
に
重
き
を
お
く
精
神
性
を
、
長
岡
で
は
「
米
百

俵
の
精
神
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

長岡藩主牧野家史料館にある城内復元模型に、現在の施設を重ねたもの。

長岡駅 大手通り アオーレ長岡

江
戸
時
代
長
岡
城
下
の
図

江
戸
時
代
長
岡
城
下
の
図
（
イ
メ
ー
ジ
図
）

（
イ
メ
ー
ジ
図
）

上越新幹線・信越本線
大手通り交差点
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城
づ
く
り
に
は
、
鎮
護
の
た
め
に
人
ひ
と
ば
し
ら
柱
を
入

れ
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
長

岡
城
は
領
民
の
難
儀
を
考
え
、
と
同
時
に
仏
神

の
守
護
を
念
じ
て
、
樹
木
で
人ひ

と
が
た形
を
つ
く
ら
せ

て
、
本
丸
の
四
隅
に
埋
め
て
い
る
。

　

本
丸
に
は
、
御
三
階
櫓
の
ほ
か
、
北
に
面
し

て
二
棟
、
南
に
三
棟
の
二
階
櫓
が
あ
っ
た
。
二

之
丸
で
は
西
の
両
隅
に
、
三
之
丸
で
は
東
北
の

隅
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
階
櫓
が
配
置
さ
れ
、
美
し

い
白
塗
の
格
子
窓
が
開
い
て
い
た
。
城
内
に
は

松
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、
澄
ん
だ
堀
の
水
に

映
え
て
い
た
と
い
う
。

　

本
丸
か
ら
西
へ
む
か
っ
て
九
間
門
（
こ
れ
を
本
丸

の
正
門
と
も
い
っ
た
）、
九
間
門
の
堀
の
は
し
の
付

属
の
冠か

ぶ
き木
門
。
二
之
丸
を
南
に
み
て
二
之
門
。
三
之

丸
の
西
方
に
桜
門
が
あ
り
、
中
央
の
大
手
門
を
西
へ

町
口
門
、
北
寄
り
に
高
橋
口
門
な
ど
が
あ
っ
た
。　

この下絵から、水島爾保布は資料を考証し、できるだけ正確に描こうとしたこと
がうかがえる。城内の松樹は長岡藩が戦いに備え植樹したものだ。東京生まれ
で東京美術学校（現東京芸術大学）出身の爾保布は新聞記者となり、やがて人
気挿絵画家となった。雪国の人情と美しい松樹に魅かれた爾保布は長岡に移り
住んで長岡の歴史・文化を紹介した。

水島爾保布筆「長岡城之図」（下絵）

の
う
え
を
ピ
ン
ピ
ン
飛
び
ま
わ
り
な
が
ら
跳
ね

ま
わ
り
、
や
が
て
巨
大
な
城
郭
の
基
本
図
を
描

い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

長
岡
城
は
平
城
で
あ
る
。
一
番
高
い
と
こ
ろ

に
本
丸
を
置
き
、地
形
が
低
く
な
る
に
し
た
が
っ

て
二
之
丸
、
三
之
丸
、
詰つ

め

之
丸
、
曲く
る
わ輪
な
ど
を

設
け
た
。
そ
れ
が
、
兜
の
錣

し
こ
ろ
の
形
に
似
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら「
苧

お
び
き
が
た
か
ぶ
と
じ
ょ
う

引
形
兜
城
」と
称
し
た
と
あ
る
。

　

長
岡
城
は
も
う
ひ
と
つ
別
名
を
持
つ
。
大
河

信
濃
川
の
大
き
な
中
州
（
河
の
な
か
の
島
）
に

城
を
つ
く
っ
た
の
で
浮
島
城
と
い
う
。
八
文
字

構
え
と
は
、
城
門
の
な
か
で
も
大
手
口
門
と
神

田
口
門
の
二
つ
が
兜
の
鍬く

わ
が
た形
の
よ
う
に
八
文
字

形
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
命
名
さ
れ
た
も
の
。

　

堀
は
、
信
濃
川
な
ど
の
伏
流
水
を
利
用
し
、

ま
た
城
下
は
周
辺
の
河
川
が
囲
む
よ
う
に
流
れ

て
い
て
、
ま
る
で
水
に
囲
ま
れ
た
城
と
城
下
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
八

は
ち
も
ん
じ
が
ま
え
う
き
し
ま
じ
ょ
う

文
字
構
浮
島
城
と
呼
ば
れ

た
。
そ
の
浮
島
城
に
侍
と
そ
の
家
族
約
八
千
人
、

商
人
と
職
人
約
八
千
人
計
一
万
六
千
人
が
住
ん

で
い
た
。

　

築
城
伝
説
に
一
匹
の
白
狐
が
で
て
く
る
。
こ

の
白
狐
を
若
き
美
貌
の
女
性
だ
と
い
う
郷
土
史

家
も
い
る
。

　

築
城
に
は
縄
張
り
（
設
計
）
が
大
切
だ
。
春

雪
の
こ
ろ
、
一
匹
の
白
狐
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ

の
白
狐
は
一
本
の
長
い
苧

か
ら
む
し（
衣
装
に
加
工
で
き

る
草
の
一
種
）
を
く
わ
え
て
い
た
。
白
狐
は
雪

　

最
近
、
長
岡
の
画
家
水
島
爾に

ほ

ふ

保
布
の
遺
族
宅
か
ら
、
長
岡
城
之
図
の
下
絵
が
発
見
さ
れ
た
。
爾
保
布
は
昔

の
長
岡
の
復
元
に
情
熱
を
注
い
だ
日
本
画
家
だ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
長
岡
城
の
鳥

ち
ょ
う
か
ん瞰
図
は
、
畢ひ
っ
せ
い生
の
作
品

で
あ
る
。
そ
の
長
岡
城
之
図
は
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に

長
岡
城
の
概
観
を
復
元
し
た
か
は
謎
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
不
思
議
な
鳥
瞰
図
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
堀
直な

お
よ
り竒
が
長
岡
築
城
を
し
た
際
、
鳥
の
よ
う
に

な
っ
て
長
岡
城
を
眺
め
た
図
が
始
ま
り
だ
っ
た
が
、
絵
師
の
誰
も
が
、
そ
の
図
に
挑
戦
し
、
長
岡
城
之
図
を
描

い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
水
島
爾
保
布
は
誰
も
描
い
た
こ
と
の
な
い
、
細
部
に
わ
た
る
幻
の
長
岡
城
之
図
の
作

成
に
挑
戦
し
た
。

苧
引
形
兜
城
と
白
狐

八
文
字
構
浮
島
城

人
柱
を
入
れ
な
い
城
づ
く
り

秀
吉
と
家
康
の
築
城
術
の
折
衷

長
岡
城
は
天
下
の
名
城

九
つ
の
櫓
を
も
っ
た
城

十
七
の
城
門
が
あ
っ
た

ま
ぼ
ろ
し
の
天
下
の
名
城

（
今
泉
省
三
著
『
長
岡
の
歴
史
』
第
一
巻
参
照
）
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士
民
協
働
の
シ
ン
ボ
ル

名
城
の
条
件

落
城
し
た
城
を
奪
い
か
え
す

長
岡
落
城
悲
話

　

長
岡
城
址
は
、
現
在
の
長
岡
市
中
心
街
が
す
っ

ぽ
り
と
入
る
広
さ
だ
。
そ
の
規
模
は
三
万
七
千
坪
余

り
、
い
や
三
万
九
千
坪
（
い
ず
れ
も
『
三
島
億
二
郎

日
記
』
か
ら
）
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

　

本
丸
、
二
之
丸
、
三
之
丸
、
詰
之
丸
、
曲
輪
が

ほ
ぼ
梯て

い
か
く郭
に
つ
ら
な
り
、
水
を
満
々
と
た
た
え
た

堀
に
、
白
壁
の
九
つ
の
櫓
や
堀
、
そ
し
て
松
並
木
と

十
七
の
城
門
が
威
風
堂
々
と
鎮
座
し
て
い
た
。
石
垣

は
本
丸
の
一
部
と
堀
の
水
際
に
少
し
あ
っ
た
が
、
よ

く
手
入
れ
を
さ
れ
た
土
塁
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
城
郭

の
な
か
に
は
侍
屋
敷
が
あ
り
、
信
濃
川
、
福
島
江
、

内
川
（
柿
川
）、
栖
吉
川
な
ど
の
河
舟
の
往
来
が
で

き
る
川
を
外
堀
だ
と
す
る
と
、
町
人
町
や
足
軽
屋

敷
な
ど
を
含
め
た
総
構
え
の
城
郭
都
市
だ
っ
た
。

　

そ
こ
に
侍
と
家
族
約
八
千
人
、
商
人
と
職
人

約
八
千
人
が
住
ん
だ
。
外
堀
の
周
り
に
は
約

十
万
人
の
農
民
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
た
。

　

爾
保
布
の
描
く
長
岡
城
之
図
に
は
特
徴
が
あ

る
（
P.7
参
照
）。
き
ち
ん
と
し
た
幾
何
学
的
な

美
し
さ
も
あ
る
が
、
絵
の
な
か
に
人
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
丸
の
な
か
を
歩
く
侍

は
も
ち
ろ
ん
、
馬
場
で
乗
馬
訓
練
を
し
て
い
る

若
武
者
、
果
て
は
城
内
を
見
学
し
て
い
る
の
か
、

庶
民
た
ち
が
侍
に
挨
拶
し
て
い
る
姿
ま
で
映
し

出
さ
れ
て
い
る
。
曲
輪
で
は
、
夫
婦
者
が
仲
睦

じ
く
歩
く
様
子
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
昔
、
城
は
戦
い
か
ら
守
る
た
め
と
し
て
築

か
れ
た
も
の
だ
が
、
長
岡
城
は
本
丸
、
二
之
丸
を

除
く
と
平
素
か
ら
庶
民
が
入
っ
て
い
る
。
旧
暦
六

月
十
五
日
（
八
月
一
日
こ
ろ
）
の
蔵
王
大
祭
で
は
、

町
の
屋
台
が
十
八
台
も
町
口
門
か
ら
大
手
門
を

抜
け
て
馬
場（
厩

う
ま
や
前
）に
勢
揃
い
し
た
。そ
の
と
き
、

十
万
人
の
領
民
の
う
ち
一
万
人
も
城
内
に
入
り
、

侍
と
一
緒
に
祭
り
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。

　

冬
の
十
一
月
、
領
内
各
組
の
庄
屋
、
村
役
人

は
、
年
貢
納
入
の
大
事
業
が
終
わ
る
と
、
御
城

内
の
本
丸
や
二
之
丸
に
入
る
の
を
許
さ
れ
て
、

伝
統
の
「
御お

の
う能
」
を
、
お
殿
様
の
牧
野
氏
や
家

臣
、
女
性
と
と
も
に
観
賞
で
き
た
。

　

江
戸
時
代
、
平
和
を
享
受
す
る
庶
民
に
と
っ

て
、
長
岡
城
は
名
城
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
松
樹
の
美
し
さ
は
長
岡
城
と

城
下
の
特
徴
だ
。

　

幕
末
、
長
岡
藩
に
河
井
継つ

ぎ
の
す
け

之
助
と
い
う
英
傑

が
で
た
。
た
っ
た
百
二
十
石
の
家
柄
の
侍
だ
っ

た
が
、
よ
く
藩
を
ま
と
め
て
、
莫
大
な
借
金
を

返
し
あ
げ
、な
お
か
つ
、余
剰
金
を
積
み
上
げ
た
。

そ
の
手
腕
は
地
方
で
は
す
ぎ
た
男
だ
っ
た
。
豪

毅
だ
と
い
う
人
も
い
る
。
そ
の
男
が
、
新
政
府

が
発
足
す
る
と
、
そ
の
新
し
い
政
権
を
ノ
ー
と

し
た
。
そ
の
言
い
分
は
、
義
理
を
重
ん
じ
な
い

新
政
権
は
、
い
ず
れ
世
界
か
ら
孤
立
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
の
義
は
、
た
と
え
小
藩
で
も

天
下
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
、
日
本
の
た
め
に

な
る
と
主
張
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
明

治
新
政
府
軍
に
立
ち
向
か
い
敗
れ
た
。
長
岡
藩

と
城
下
、
領
内
外
の
村
々
は
焼
亡
し
、
多
く
の

犠
牲
者
が
で
た
。

　

長
岡
城
攻
防
戦
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五

月
か
ら
七
月
ま
で
。
そ
の
た
め
長
岡
城
は
二
つ
の

櫓
と
二
つ
の
城
門
を
除
い
て
、
地
上
か
ら
消
え
た
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五
月
か
ら
の
攻
防
戦
で
長
岡
城
は
焼
け
落
ち
る
。
長
岡
城
は
、
五
月
十
九
日
の
長
州
藩
奇
兵
隊
ら
の
信
濃

川
渡
河
の
奇
襲
で
第
一
回
の
落
城
。
七
月
二
十
五
日
、
長
岡
藩
兵
六
百
余
が
奪
還
。
同
月
二
十
九
日
、
再
び
落
城
。
落
城
に
際
し
、

城
下
の
侍
、
家
族
は
、
燃
え
る
城
を
ふ
り
か
え
り
涙
を
流
し
て
再
起
を
期
し
た
。

　

し
か
し
、城
の
形
は
残
っ
て
い
た
。
堀
や
土
塁
、

石
垣
の
一
部
、
そ
し
て
伝
統
の
常
在
戦
場
の
精

神
で
あ
る
。（
注
・
常
在
戦
場
の
精
神
は
前
号
で
記
述
）

　

長
岡
城
は
長
州
藩
奇
兵
隊
ら
の
信
濃
川
渡
河

の
奇
襲
戦
を
う
け
、
あ
え
な
く
落
城
。
そ
の
際
、

長
岡
藩
兵
の
多
く
は
長
岡
城
を
枕
に
討
ち
死
に

を
決
意
し
た
。

　

し
か
し
、
藩
法
は
無
駄
死
に
を
許
さ
な
か
っ

た
。
捲け

ん
ど
ち
ょ
う
ら
い

土
重
来
を
期
し
て
、
越
後
加
茂
ま
で
撤

退
し
、
奥
羽
越
（
東
北
）
の
諸
藩
と
協
同
し
て
、

長
岡
城
の
奪
還
を
め
ざ
す
。

　

そ
し
て
、
多
く
の
女
性
、
子
ど
も
た
ち
も
城

下
を
脱
出
し
た
。
彼
女
ら
は
、
長
岡
藩
と
と

も
に
そ
の
運
命
を
甘
受
し
よ
う
と
い
う
覚
悟
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
戦
場
に
い
て
も
生

き
抜
い
て
長
岡
城
下
に
帰
還
す
る
と
い
う
希
望

で
あ
る
。

　

そ
の
け
な
げ
な
態
度
に
後
押
し
さ
れ
た
長
岡

藩
の
男
た
ち
は
、
三
ヶ
月
後
の
七
月
二
十
五
日
、

長
岡
城
を
奪
還
し
た
。

　

そ
れ
は
の
ち
に
「
長
岡
城
の
歌
」
と
し
て
市
民

に
愛
唱
さ
れ
る
「
こ
ろ
し
も
文
月
（
七
月
）
宵
闇

の
八
町
沖
を
押
し
わ
た
り
」
で
長
岡
城
を
奪
い
か

え
す
。
河
井
継
之
助
ら
の
長
岡
藩
兵
は
、
大
手

口
門
か
ら
長
岡
城
に
入
り
、
感
激
で
落
涙
し
た
と

い
う
。
城
下
に
残
っ
て
い
た
領
民
は
、「
長
岡
様

の
お
帰
り
だ
」
と
ば
か
り
に
酒
を
振
る
舞
い
、
盆

踊
り
を
し
た
。
が
し
か
し
、
総
督
の
河
井
継
之
助

が
負
傷
す
る
と
、
再
び
落
城
。
長
岡
藩
兵
と
そ
の

家
族
は
八
十
里
越
え
を
し
、、会
津
、仙
台
、石
巻
、

一
関
な
ど
の
東
北
へ
脱
出
し
た
。
そ
こ
で
も
二
度

目
の
長
岡
城
奪
還
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
。

　

総
督
が
没
し
、
弾
薬
、
食
糧
も
尽
き
る
と
、

新
政
府
軍
に
降
伏
し
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

十
一
月
の
降
雪
の
な
か
、
長
岡
城
下
に
多
く
の

藩
兵
と
女
性
・
子
ど
も
た
ち
が
帰
っ
て
き
た
。　

　

長
岡
城
は
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
こ
ろ
か

ら
、
戦
国
武
将
で
あ
っ
た
堀
直
竒
に
よ
っ
て
工

事
が
始
ま
っ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
堀

は
豊
臣
秀
吉
の
小
姓
を
し
て
お
り
、
大
坂
築
城

に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
大
坂
城
は
総
構
え
で
諸

産
業
の
育
成
を
兼
ね
備
え
た
城
郭
で
あ
っ
た
。

豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
呼
応
し
た
堀
直
竒

が
、
新
潟
湊
と
信
濃
川
で
直
結
し
た
長
岡
城
を

造
り
は
じ
め
た
。
と
こ
ろ
が
豊
臣
政
権
が
滅
び

る
と
、
堀
直
竒
は
徳
川
家
康
の
も
と
に
入
り
、

大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
で
活
躍
し
て
い
る
。
そ

の
ま
ま
長
岡
藩
八
万
石
を
領
知
す
る
の
か
と

思
っ
た
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
三
河
牛
久

保
（
愛
知
県
豊
川
市
）
出
身
の
牧
野
忠た

だ
な
り成
が
入

封
す
る
。
そ
の
牧
野
は
、
徳
川
家
康
、
秀
忠
の

も
と
で
江
戸
城
構
築
の
様
子

を
つ
ぶ
さ
に
み
て
き
た
。
家

康
が
江
戸
築
城
の
本
陣
と
し

た
江
戸
愛
宕
山
の
愛あ

た
ご
し
た

宕
下
に

屋
敷
を
拝
領
し
た
の
も
牧
野

忠
成
の
幸
運
だ
っ
た
。
忠
成

は
堀
直
竒
の
築
城
工
事
を
引

き
継
ぐ
と
と
も
に
、
戦
い
の

城
で
は
な
い
、
平
和
な
城
に

変
え
よ
う
と
す
る
。

　

城
下
の
機
能
は
そ
の
ま
ま

に
、
長
岡
城
の
シ
ン
ボ
ル
を

本
丸
に
、
二
之
丸
は
兵
糧
な

ど
、
藩
政
の
役
所
は
三
之
丸

に
置
き
、
石
垣
よ
り
も
土
塁

で
長
岡
城
を
完
成
さ
せ
た
。

　

ま
さ
に
、
戦
国
武
将
の
堀

直
竒
と
牧
野
忠
成
は
、
大
坂

城
と
江
戸
城
を
折
衷
し
た
、

侍
と
民
の
共
存
の
た
め
の
城

を
造
り
あ
げ
た
。

城
郭
内
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

身
分
の
垣
根
の
低
さ

北
越
戊
辰
戦
争

長
岡
城
の
落
城

長
岡
城
奪
還
の
快
挙

長
岡
城
の
築
城

11月 二之御門外御引橋
九間御門辺一覧の図より（『長岡城之面影』）

６月 御厩前にて屋台を見る（『長岡城之面影』）
大勢の領民が城内に入り、日頃、侍が乗馬の鍛錬をしている馬場にまで入り込んでいる。

戦いで燃える長岡城、城下、領内
の村々が描かれている。この戦い
で長岡城などを失っただけでなく
藩兵 340 名、領内の人々約 100
名以上の人的被害も大きかった。

加賀藩絵師が描いた
「長岡城攻防絵図」（部分）
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長
岡
の
侍
た
ち
に
と
っ
て
、
長
岡
城
は
大

切
な
寄
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
た
と
え

焼
け
跡
で
あ
っ
て
も
昔せ

き
じ
つ日
の
誇
り
が
そ
こ
に
は

あ
っ
た
。

　

そ
の
城
址
の
開
墾
を
決
定
し
た
の
は
侍
た
ち

だ
っ
た
。
当
時
の
長
岡
藩
の
指
導
者
で
あ
る
三

島
億
二
郎
は
、
窮
乏
に
あ
え
ぐ
士
族
と
そ
の
家

族
を
救
う
道
は
城
址
の
開
墾
で
あ
る
と
決
定

し
、
土
塁
を
取
り
崩
し
堀
を
埋
め
る
工
事
を

行
っ
た
。

　

開
墾
地
に
は
桑
苗
が
植
え
ら
れ
、
堀
は
埋
め

ら
れ
て
田
畑
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
同
時
に
城

下
町
の
道
端
に
も
桑
苗
が
植
え
ら
れ
た
。
養
蚕

を
興
し
て
自
活
し
よ
う
と
し
た
。

　

世
に
い
う
廃
藩
置
県
が
決
定
す
る
前
に
、
長

岡
の
侍
た
ち
は
働
い
て
家
族
を
養
う
こ
と
を
選

択
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
長
岡
藩
は
柏
崎

県
に
吸
収
さ
れ
、
全
国
の
城
地
が
大
蔵
省
に

引
き
継
が
れ
る
と
、
残
り
の
城
地
の
開
墾
の
ね

が
い
を
政
府
に
提
出
し
て
い
る
。
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
二
月
、
全
国
の
城
郭
は
、
陸
軍

省
に
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き

長
岡
で
は
、
三
島
ら
の
士
族
が
中
心
に
な
っ
て

移
管
に
反
対
し
、
城
地
は
旧
長
岡
藩
主
牧
野
氏

の
所
有
地
で
あ
る
と
し
て
陸
軍
省
に
引
き
継
が

な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
城
址
に
は
柏
崎
県
出
張
所
や
国

漢
学
校
、
長
岡
会
社
病
院
（
の
ち
の
長
岡
赤
十

字
病
院
）
や
小
学
校
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
建
て
ら
れ
、

復
興
の
核
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

士
族
の
屋
敷
地
は
商
人
た
ち
に
分
割
移
譲

さ
れ
て
、
新
し
い
ま
ち
が
旧
城
内
に
築
か
れ
て

い
っ
た
。

　

明
治
十
三
年
こ
ろ
、
長
岡
城
址
は
ま
だ
本
丸

の
御
三
階
櫓
跡
の
高
台
や
堀
の
一
部
が
残
っ
て

い
た
。
そ
の
城
址
を
人
び
と
は
懐
か
し
ん
で
、

翌
十
四
年
に
公
園
に
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
起

こ
っ
た
。
四
季
の
草
木
を
植
え
、堀
に
魚
を
放
っ

て
一
大
公
園
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

〜
夢
を
追
う
〜

長
岡
城
の
記
憶

（
明
治
〜
戦
前
）

廃
墟
に
新
し
い
城 〈
ま
ち
と
人
づ
く
り
〉
　

戊
辰
戦
争
後
の
長
岡
は
、
城
下
町
か
ら
近
代

的
商
工
業
都
市
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
長
岡
城
址

は
そ
の
中
心
と
な
っ
た
。

　

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
設
立
さ
れ

た
北
越
石
油
株
式
会
社
が
東
山
油
田
の
開
削
に

成
功
し
、
以
後
数
年
の
間
に
二
百
を
超
え
る
石

油
会
社
が
誕
生
す
る
。
長
岡
に
は
製
油
所
が
立

ち
並
び
、
オ
イ
ル
シ
テ
ィ
ー
と
し
て
全
国
に
名

を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
新
潟
県
内
の
鉄
道
敷
設
に
つ
い
て
忍

耐
強
い
陳
情
活
動
が
功
を
奏
し
、
明
治
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
に
鉄
道
敷
設
の
免
許
が
下
り

る
。
そ
の
後
、
長
岡
停
車
場
の
位
置
を
め
ぐ
っ

て
、
旧
城
跡
派
と
中
島
派
の
二
派
に
分
か
れ
て

誘
致
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
城
跡
公
園

内
が
建
設
地
に
決
定
し
た
。

　

停
車
場
の
建
設
が
決
ま
る
と
城
跡
公
園
の
一

帯
は
一
気
に
整
地
さ
れ
、
駅
前
の
発
展
を
見
込

ん
だ
商
店
な
ど
が
建
ち
並
び
新
た
な
中
心
街
を

形
成
し
て
行
っ
た
。

　

東
山
油
田
と
そ
の
掘
削
か
ら
生
ま
れ
た
鉄
工

業
の
成
長
に
国
内
の
大
戦
景
気
に
よ
る
消
費
拡

大
が
加
わ
り
、
長
岡
駅
の
乗
降
客
・
貨
物
は
年

を
追
う
ご
と
に
増
加
し
た
。

　

戊
辰
戦
争
で
灰か

い
じ
ん燼
に
帰
し
た
長
岡
は
、
士
族

と
町
人
を
中
心
と
し
た
商
工
業
に
牽け

ん
い
ん引
さ
れ
活

況
を
取
り
戻
し
た
。

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）、
宝
田
石
油
は
日

本
石
油
と
合
併
し
東
京
に
移
転
す
る
際
に
、
二

之
丸
跡
の
本
社
土
地
、
建
物
に
寄
付
金
を
添

え
て
長
岡
市
に
寄
贈
し
た
。
そ
の
後
、
旅
館
王

と
い
わ
れ
た
篤
志
家
の
寄
付
金
を
得
て
、
大
正

十
五
年
（
一
九
二
六
）
そ
の
土
地
に
長
岡
市
公

会
堂
が
完
成
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
越
後
長
岡
藩
の
士
民
協
働
の
場

で
あ
っ
た
長
岡
城
址
・
二
之
丸
跡
は
、
復
興
を

遂
げ
た
後
、
商
工
人
の
手
か
ら
長
岡
藩
の
精
神

と
長
岡
再
興
の
願
い
を
添
え
て
長
岡
市
民
に
贈

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

長
岡
旧
城
跡
保
存
公
園
設
置
会
に
は
、
士
族

は
も
ち
ろ
ん
、
長
岡
商
人
や
農
民
の
代
表
も
参

画
し
た
。
保
存
経
費
は
寄
附
を
募
り
、
道
路
の

修
理
や
堀
さ
ら
い
は
、
有
志
の
労
力
奉
仕
で
行

れ
て
い
る
。
城
址
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
梅
や

桜
の
木
が
植
え
ら
れ
、
雪
月
花
亭
と
い
う
茶
屋

ま
で
出
来
た
。

　

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
、
士
族
た

ち
が
集
会
場
と
し
て
撃げ

き
せ
き
か
ん

石
館
を
開
館
し
て
い

る
。
撃
石
と
は
戊
辰
戦
争
の
際
、
矢
弾
が
な

く
な
る
と
石
を
投
げ
て
戦
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
。
そ
の
開
館
の
際
、
士
族
た
ち
は
長
岡
商
人

の
有
力
者
二
十
四
名
を
招
待
し
、
と
も
に
ま
ち

の
繁
栄
を
誓
い
合
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
明
治
三
十
一
年
に
北
越
鉄
道
の
開

通
に
よ
り
、
公
園
の
中
央
に
停
車
場
が
つ
く
ら

れ
て
、
公
園
は
商
店
街
、
官
庁
街
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
。

　

長
岡
城
址
に
は
国
漢
学
校
、阪
之
上
小
学
校
、

長
岡
洋
学
校
（
の
ち
の
県
立
長
岡
高
等
学
校
）、

実
業
学
校
（
実
業
家
山
口
権
三
郎
が
つ
く
っ
た

学
校
）、
商
業
学
校
（
の
ち
の
県
立
長
岡
商
業

高
等
学
校
）
な
ど
の
学
校
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ

れ
は
長
岡
城
址
を
人
づ
く
り
の
城
と
な
ぞ
ら
え

た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
経
済
復
興
を
大
切
に
し
、
産
物

会
所
（
の
ち
の
長
岡
商
工
会
議
所
）
な
ど
の
産

業
の
振
興
を
は
か
る
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

長
岡
城
址
を
開
墾

長
岡
城
址
に
公
園
を

今
は
人
づ
く
り
の
城

城
あ
と
の
な
か
に
学
校
を
つ
く
る

　

焼
け
跡
に
雪
が
降
る
。
食
糧
も
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
蔓
延
す
る
。
明
治
新
政
府
か
ら
の
救
済
は
な
い
。

明
治
元
年
（
九
月
八
日
改
元
・
一
八
六
八
）
十
二
月
二
十
五
日
、
長
岡
藩
は
、
今
ま
で
の
七
万
四
千
石

余
の
領
地
を
没
収
さ
れ
、
新
た
に
二
万
四
千
石
を
与
え
ら
れ
た
が
、
領
地
の
多
く
は
戦
場
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
年
の
収
穫
は
な
か
っ
た
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
明
治
新
政
府
が
収
納
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、

三
島
億
二
郎
を
は
じ
め
と
す
る
侍
た
ち
は
、
長
岡
城
址
の
開
墾
に
立
ち
向
う
。

長岡案内図（明治 31年）
北越鉄道（現 JR 信越線）開業時の長岡停車場付近の案内図。
現在のような真すぐな大手通はまだできていなかった。

長岡城址本丸跡の一角、御三階櫓のあった高台の
上に建てられた山本帯刀碑（左）と河井継之助碑（右）。
両碑は大正７年２月、悠久山公園内の現在地に移さ
れた。写真は明治３０年代。㈱大坂屋書店所蔵。 明治３１年開業の長岡停車場

北越鉄道が旧城内の本丸跡に長岡駅をつくった。

絵師・片山翠谷（二代）が描いた長岡城址の図（明治中期）。
片山翠谷は二代にわたって長岡藩の町同心をつとめ、城下町や農村の風景を絵に残した。かつての二之丸から本丸付近に
雪月花亭（茶屋）や撃石館（集会場）が設けられ、土塁には山本帯刀碑・河井継之助碑がみえる。市民の憩いの場として
整備された城址の面影を伝えている。

二之丸跡にたつ宝田石油会社の本社
明治 35 年頃。東山油田開発で急成長した宝田石油会社（のちの日本石油会社）の本社社屋が二之丸跡に建てられた。
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「
お
山
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
悠

久
山
公
園
の
一
角
に
郷
土
史
料
館
が
あ
る
。

　

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
の
長
岡

市
制
六
十
周
年
記
念
事
業
と
連
動
し
、
昭

和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
四
月
二
十
日

に
開
館
。
ま
も
な
く
五
十
周
年
を
迎
え
る
。

こ
の
建
物
、外
観
は
確
か
に
お
城
だ
が
「
長

岡
城
」
と
は
か
た
ち
も
場
所
も
実
は
別
も

の
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
か
ら
始
ま

る
日
本
の
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
、

日
本
各
地
に
「
天
守
閣
」
が
出
現
し
た
。

史
実
を
重
視
し
て
再
現
さ
れ
た
「
復
興
天

守
」。
象
徴
性
を
よ
り
重
視
し
た
「
模
擬

天
守
」。「
所
得
倍
増
」
や
「
一
億
総
中
流

社
会
」
の
掛
け
声
の
も
と
、
日
本
人
が
そ

れ
ぞ
れ
に
「
私
の
城
下
町
」
を
求
め
た
活

気
あ
ふ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
明
治
・
大
正
期
に
は
長
岡
城

址
（
現
在
の
長
岡
駅
前
）
に
あ
っ
た
「
故

長
岡
藩
総
督
河
井
君
碑
」
や
「
旧
長
岡
藩

宰
山
本
義よ

し
み
ち路
君
碑
」
が
悠
久
山
に
移
さ
れ

た
の
は
な
ぜ
か
。

　
「
牧
野
家
家
史
」
に
よ
る
と
、
源
平
時
代
牧
野

家
の
祖
二
十
七
代
田
口
重し

げ
よ
し能
（
成
能
）
は
平
氏

に
属
し
、阿
波
（
徳
島
県
）
一
帯
を
治
め
て
い
た
。

　

寿
永
年
間
（
一
一
八
二
～
一
一
八
四
）
源
氏
に

討
た
れ
た
平
宗
盛
一
族
が
、
安
徳
天
皇
を
奉
じ

て
難
を
四
国
に
避
け
た
時
に
、
重
能
、
教
能
親

子
は
屋
島
に
行あ

ん
ぐ
う宮
を
造
営
し
て
鳳ほ
う
れ
ん輦
を
迎
え
た
。  

そ
の
後
も
勤
め
を
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
従じ
ゅ

四し

位い

を
賜
り
、民み
ん
ぶ
た
ゆ
う

部
大
輔
を
任
じ
ら
れ
、十
六
葉
の
菊
、

五
三
の
桐
の
紋
を
子
孫
に
伝
え
て
家
紋
と
す
べ

き
と
の
沙
汰
を
拝
受
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
徳
島
県
立
博
物
館
友
の
会
会
報
」
に

は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　

民
部
大
輔
重
能
は
平
清
盛
に
福
原
の
外
港

大お
お
わ
だ
の
と
ま
り

輪
田
泊
の
修
築
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、

阿
波
に
壮
麗
な
御
堂
を
作
り
つ
つ
あ
り
、
阿
波

に
も
平
泉
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
仏
教
文
化
が

花
咲
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
予
期
し
な
い
義
経

軍
の
阿
波
上
陸
に
よ
っ
て
夢
と
消
え
た
。
建
築

中
の
御
堂
の
丈

じ
ょ
う
ろ
く
ぶ
つ

六
仏
九
体
は
、
そ
の
後
奈
良
に

運
ば
れ
東
大
寺
再
建
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
初
期
に
描
か
れ
た
「
東
大
寺
寺じ

ち
ゅ
う
じ
が
い

中
寺
外

惣そ
う

絵
図
」
に
は
浄
土
堂
の
そ
ば
に
「
阿
波
民
部

重
能
」
と
記
さ
れ
た
石
塔
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
石
塔
は
現
存
し
て
い
な
い
。

　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日
、
市
と
商
工

会
議
所
の
呼
び
か
け
で
「
長
岡
開
府
四
百
年
記

念
事
業
実
行
委
員
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

　

ア
オ
ー
レ
長
岡
で
開
催
さ
れ
た
設
立
会
議
で

は
、
顧
問
に
牧
野
家
第
十
七
代
当
主
牧
野
忠
昌

氏
、
会
長
に
森
民
夫
長
岡
市
長
、
二
人
の
副
会

長
に
丸
山
智
長
岡
商
工
会
議
所
会
頭
、
関
正
史

長
岡
市
議
会
議
長
の
就
任
が
決
定
。
こ
の
ほ
か

各
界
の
代
表
者
な
ど
総
勢
二
十
二
人
の
委
員
で

会
を
構
成
し
ま
す
。
実
行
委
員
会
内
に
事
業
の

具
体
案
を
検
討
す
る
部
会
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

百
年
前
の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）、「
長
岡

開
府
三
百
年
祭
」
が
開

催
さ
れ
、
長
岡
市
を
中

心
に
旧
藩
領
の
古
志
郡

各
町
村
こ
ぞ
っ
て
盛
大

に
祝
い
ま
し
た
。
記
念

式
典
の
ほ
か
、
物
産
共

進
会
、
武
術
大
会
、
当

時
珍
し
い
飛
行
大
会
な

ど
も
開
催
さ
れ
、
市
中

は
仁に

わ

か

和
賀
や
山だ

し車
で
大

い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
市
民
篤
志
家
に

よ
る
悠
久
山
公
園
の
整

　

昨
年
四
月
、
神
奈
川
県
逗
子
市
か
ら
、
父
祖

の
地
長
岡
へ
転
居
し
た
。
住
宅
は
遥
か
に
弥
彦
山

を
拝
し
、
眼
下
に
ご
城
下
を
望
む
高
台
で
あ
る
。

　

転
居
し
た
折
に
は
、
地
域
の
方
々
が
、
公
民

館
で
歓
迎
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
思
い
も
よ

ら
ぬ
こ
と
で
、
こ
ち
ら
の
方
々
は
お
心
が
温
か

い
の
だ
な
あ
と
感
謝
し
た
。
今
後
も
町
内
会
の

行
事
に
は
積
極
的
に
出
席
す
る
よ
う
に
努
め
、

公
園
や
神
社
の
清
掃
、
お
祭
り
に
も
参
加
し
、

地
域
の
方
々
と
交
流
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

昨
年
の
長
岡
花
火
は
東
京
の
親
戚
を
案
内
し

て
信
濃
川
河
畔
で
見
た
が
、
三
日
は
近
所
の
公

園
か
ら
の
ん
び
り
見
物
し
た
。
初
夏
に
は
ホ
タ

ル
狩
り
に
も
出
か
け
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

備
が
進
む
な
ど
、
三
百
年
祭
を
契
機
に
官
民
一

体
で
多
く
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
藩

政
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く
市
民
協
働
の
ル
ー
ツ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
長
岡
の
経
済
・
産
業
の
発

展
に
大
き
く
寄
与
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
、
長
岡
開
府
四
百
年
を
契
機
に
、

合
併
で
広
く
な
っ
た
市
域
の
歴
史
・
文
化
・
伝

統
を
見
つ
め
、
郷
土
へ
の
愛
着
と
誇
り
、
そ
し

て
一
体
感
を
高
め
る
こ
と
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と

長
岡
の
魅
力
を
広
く
国
内
外
へ
発
信
し
、
交
流

を
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
実

行
委
員
会
で
は
、
市
民
協
働
・
官
民
連
携
で
記

念
事
業
を
展
開
し
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

に
つ
ぎ
の
百
年
の
バ
ト
ン
を
手
渡
す
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

牧
野
家
の
歴
史

実
行
委
員
会
始
動

現
代
に
生
き
る
牧
野
フ
ァ
ミ
リ
ー

石
碑
の
謎

牧
野
家
第
十
七
代
当
主	

牧
野
忠
昌
氏	

寄
稿

平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
が
四
百
年
に
あ
た
り
ま
す

長
岡
開
府
四
百
年
へ
向
け
て

平成 28 年お正月、鉢伏神社へ息子忠慈と初詣

長岡市郷土史料館
開館時間／AM9:00 ～ PM5:00
休館日／毎週月曜日
　　　 （祝日等の場合は翌日）
所在地／長岡市御山町 80-24
電話／0258-35-0185

水島爾保布筆 大手通りの長岡復興祭の仁和賀。昭和 30 年代。

長
岡
の
歴
史
ミ
ス
テ
リ
ー

長
岡
市
民
に
な
っ
た
お
殿
様

　

悠
久
山
に
は
、
長
岡
藩
九
代
藩
主
牧
野

忠た
だ
き
よ精
（
一
七
六
〇
～
一
八
三
一
）
が
天
明
元

年
（
一
七
八
一
）
に
建
立
し
た
蒼
柴
神
社
社

殿
が
鎮
座
す
る
。
市
民
に
と
っ
て
、
悠
久

山
は
藩
政
時
代
の
記
憶
を
色
濃
く
残
す
聖

地
で
あ
っ
た
。
河
井
継
之
助
や
山
本
帯
刀

の
碑
が
移
設
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

　　

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
八
月

二
十
日
、
長
岡
駅
地
下
道
掘
削
工
事
の
さ

な
か
、
地
下
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
長

岡
城
の
塁
石
が
発
見
さ
れ
た
。
郷
土
史
料

館
の
入
口
左
側
の
石
垣
に
、
こ
の
塁
石
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
長
岡
城
は
総
じ
て

土
塁
づ
く
り
（
一
部
石
垣
）
の
城
で
あ
っ

た
が
「
模
擬
城
郭
な
ら
ば
こ
そ
堅
固
な
石

垣
づ
く
り
の
城
に
」
と
、
郷
土
史
料
館
の

土
台
は
す
べ
て
頑
丈
な
石
垣
風
に
し
た
。

こ
れ
も
当
時
の
市
民
の
気
概
だ
ろ
う
。

　

郷
土
史
料
館
の
「
天
守
閣
」
は
な
ぜ
三

階
建
て
な
の
か
。
長
岡
城
の
シ
ン
ボ
ル「
御

三
階
櫓
」
の
お
も
か
げ
と
郷
土
史
料
館
の

外
観
を
重
ね
て
見
る
市
民
も
多
い
。
ま
た
、

開
館
当
初
の
展
示
の
様
子
を
知
る
市
民
か

ら
は
、
復
元
さ
れ
た
会
津
若
松
城
天
守
閣

の
外
観
を
思
い
う
か
べ
て
、
そ
の
類
似
を

指
摘
す
る
声
が
多
く
聞
か
れ
る
。

　

長
岡
城
の
三
つ
柏
の
瓦
も
見
つ
か
っ
て
い

る
が
、　

数
回
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
も
確

認
が
で
き
な
い
で
い
る
長
岡
城
の
屋
根
瓦
。

郷
土
史
料
館
の
屋
根
は
、
牧
野
家
の
家
紋

「
丸
に
三
つ
柏
」
を
刻
し
た
軒
丸
瓦
で
、
荘

厳
に
飾
ら
れ
て
い
る
。

　

鋸
山
な
ど
、
東
山
連
峰
の
山
並
み
を
背

景
に
威
容
を
誇
っ
た
長
岡
城
。
シ
ン
ボ
ル

の
御
三
階
櫓
の
出
窓
に
は
、
優
美
な
曲
線

の
「
唐か

ら
は
ふ

破
風
」
が
あ
っ
た
。
一
方
、
西
側

眼
下
に
広
が
る
長
岡
の
町
並
み
を
意
識
し

た
郷
土
史
料
館
。
こ
ち
ら
は
一
階
東
側
に

「
千
鳥
破
風
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
長
岡
城
の

本
丸
御
三
階
櫓
に
は
な
か
っ
た
も
の
だ
。

　

か
つ
て
の
長
岡
城
を
意
識
し
つ
つ
、
市
制

六
十
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
、
長
岡
の
新
た
な

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
郷
土
史
料
館
は
誕
生
し

た
。
随
所
に
刻
ま
れ
た
謎
が
指
し
示
す
、
昭

和
と
い
う
時
代
の
潮
流
や
か
つ
て
の
市
民
の

長
岡
城
へ
の
あ
こ
が
れ
を
訪
ね
て
ほ
し
い
。

　

現
在
、
郷
土
史
料
館
の
目
玉
は
「
人
物

顕
彰
展
示
」
だ
。
城
下
町
長
岡
の
歴
史
と

と
も
に
歩
ん
だ
先
人
た
ち
、
そ
の
情
熱
が

昭
和
の
築
城
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
の
築
城	

石
垣
の
謎

天
守
閣
の
謎

屋
根
瓦
の
謎

破
風
の
謎

歴
史
探
偵
の
眼

長岡開府 400 年記念事業実行委員会

郷土史料館の入り口左側の石垣に
組み込まれている旧長岡城の塁石

悠久山公園の高台にそびえる郷土史料館
最上階の展望台からは、市街地や新潟平野が一望できる。

歴
史
探
偵

「
郷
土
史
料
館
」
を
ゆ
く
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開
府
四
百
年
の
あ
ゆ
み

い
ま
か
ら
八
十
五
年
前
、
日
本
海
と
太
平
洋
を
結
ぶ
夢
の
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た

展望塔  絵葉書
水道タンクに付設してエレベーターが上下する展望塔。
眼下に信濃川、東山には石油櫓の立ち並ぶ様子が望め、
毎日 700 人が搭乗した。

展望塔搭乗券

マジックアイランド入場券

上越線全通記念博覧会鳥瞰図

メリーゴーランド・富士山登り搭乗券
この搭乗券はいまでも、中央図書館に資料として
残っている。 寺泊第二会場ポスター 博覧会正門  絵葉書

マジックアイランド  絵葉書
当時としては画期的な魔法の国、マジックアイランドは
エジプト調で、会場内で最も入場者を喜ばせた。

博覧会は現在の水道公園
付近で開催された。鳥瞰図
の右側端に見えるのが、コ
ドモノクニのスペース。

「メリーゴーランド」と「富士
山登り」のアトラクションが
際立っている。

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
九
月
一
日
、

上
越
線
は
宮
内
駅
か
ら
高
崎
駅
ま
で
の

全
線
が
開
通
し
た
。
記
念
博
覧
会
は
、

八
月
二
十
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
、

水
道
タ
ン
ク
付
近
を
第
一
会
場
に
、
寺

泊
水
族
館
を
第
二
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　

全
通
に
よ
り
長
岡
市
は
、
首
都
東

京
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
新
潟
市
か
ら

ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
を
見
据
え

た
世
界
的
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
市

民
の
思
い
が
、
博
覧
会
の
開
催
を
後
押

し
し
た
。
二
十
余
り
の
展
示
館
が
出
展

し
、
全
国
の
産
物
と
最
新
の
技
術
を

紹
介
。
四
十
一
日
間
の
入
場
者
数
は
約

六
十
七
万
人
、
博
覧
会
予
算
の
半
分
は

市
民
か
ら
の
寄
付
金
で
あ
っ
た
。

　

開
催
後
、
市
役
所
は
、
六
九
六
ペ
ー

ジ
に
及
ぶ
記
念
誌
を
刊
行
。
市
民
協
働

の
記
憶
は
、
記
録
と
し
て
後
世
に
伝
え

ら
れ
た
。

上
越
線
全
通
記
念
博
覧
会

No.2

長谷寺（ちょうこくじ）にある武田信玄の軍師山本
勘助の墓。勘助の守護神であったとされる木造摩
利支天尊像が安置されており、勘助の遺髪を埋め
ている。

笹踊り（ささおどり）。大陸風の衣装に笠を被り太鼓
を胸に付け、ヤンヨー神と呼ばれる囃子方の唄にあ
わせ、3 人の織りなす踊りは圧巻。

牛久保小学校の卒業生が作成した参
州牛久保の壁書。今川、武田そして織
田、松平（後の徳川）の狭間を必死で
生きぬいた三河武士が心の支えにした
のが家訓「参州牛久保の壁書」である。
冒頭の「常在戦場」は、長岡藩士にとっ
ての精神規範として今でも受け継がれ
ている。

愛知県豊川市牛久保町で例年 4 月初め、世にも珍しい奇祭として全国から見物客が押し寄せる『うなごうじ祭』が開催される。
「うなごうじ祭」は「若葉祭」の俗称、「うなごうじ」とは「尾長蛆」の変化した語。「ヤンヨー神」が一斉に寝転び転がる様は
「うじ虫」のようだということで「うなごうじ祭」とも呼ばれるようになったといわれるが、定かではない。寝転んだ後は勝手に起き上がってはいけない。

今
に
残
る
牛
久
保
城
主
牧
野
家
と
領
民
の
固
い
絆
…

　

今
回
は
長
岡
藩
主
牧
野
家
の
里
『
牛

久
保
』
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

早
速
街
に
着
く
と
彼
方
此
方
で
爆
竹

の
音
が
鳴
り
響
い
て
い
て
、
天
王
社
で

は
男
の
子
の
神か

み
こ
ま
い

児
舞
、
牧
野
成
定
公
廟

の
前
で
は
笹
踊
り
と
ヤ
ン
ヨ
ー
神
が
唄

に
あ
わ
せ
町
中
大
賑
わ
い
！
フ
ィ
ナ
ー

レ
は
八
幡
社
前
で
お
祭
り
が
終
わ
る
の

を
惜
し
む
ヤ
ン
ヨ
ー
神
が
、
何
度
も
寝

転
が
り
、
な
か
な
か
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て

く
れ
な
い
。
ま
た
隠
れ
太
鼓
は
、
決
し

て
人
形
で
は
な
い
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
な
演
技

は
必
見
で
す
！

　

私
が
小
学
時
代
に
同
級
生
と
作
成
し

た
『
私
た
ち
の
悠
久
山
（
阪
之
上
小
学

校
／
編
）』
と
言
う
本
を
牛
久
保
小
学
校

で
発
見
し
ま
し
た
！ 

牛
久
保
小
学
校
に

も
本
が
残
っ
て
い
る
と
は
小
学
生
の
時

は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
事
で
感
激
し

ま
し
た
。

石丸 千也（いしまる かずや）
長岡で美容室を経営し、自らもスタイリストとして活躍中。長岡の歴史を通して郷土を考え、次世代に伝えたい、
と熱き想いを持った若者が集う「越後 RYO-MA 倶楽部」の局長。「米百俵まつり」で坂本龍馬に扮している。

牧野氏が深く尊崇していた熊野神
社。牧野忠精公が神社に寄進し
た石灯籠とお手植えと伝えられる
柏の古木がある。

長
岡
藩

ゆ
か
り
の
地
を

巡
る
探
訪
記

第2回

KAZUYA REPORTS

千
也
が
ゆ
く

か
ず
や

牛久保編

　

う
な
ご
う
じ
祭
の
ル
ー
ツ
は
戦
国
乱
世
に
遡
さ
か
の
ぼる
。
牛
久
保
城
主
は
領
民
を
大
事
に
し
、

日
頃
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
城
中
に
招
き
、
酒
食
を
振
る
舞
っ
た
。
領
民
た
ち
は
酒
に

酔
い
痴
れ
、
気
づ
い
た
時
に
は
立
つ
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
転
が
り
な
が

ら
互
い
を
起
こ
し
合
っ
て
城
を
あ
と
に
し
た
。
そ
の
有
様
を
リ
ア
ル
に
再
現
す
る
神
事

が
、
城
主
の
領
民
へ
の
想
い
と
、
領
民
の
城
主
へ
の
感
謝
を
今
に
伝
え
る
奇
祭
で
あ
る
。
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花
火
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
市
民
の
煙え
ん
か火

協
会
に
引
き
つ
が
れ
た
が
、
先
の
大
戦

の
さ
な
か
に
中
断
を
余
儀
無
く
さ
れ

る
。
終
戦
か
ら
二
年
後
の
昭
和
二
十
二

年
（
一
九
四
七
）
に
は
、
長
岡
空
襲
か

ら
の
『
長
岡
復
興
祭
』
の
な
か
で
復
興
・

慰
霊
の
花
火
と
し
て
復
活
し
た
。
今
や

花
火
は
長
岡
人
の
精
神
性
を
表
現
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

長
岡
の
花
火
は
、
時
代
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
来
た
。
牧

野
家
の
入
府
か
ら
四
百
年
を
迎
え
る

今
、
市
民
の
誇
る
花
火
は
、
さ
ら
な

る
百
年
に
何
を
伝
え
残
す
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
か
。

　

豪
雪
の
地
な
れ
ど
も
長
岡
の
夏

は
手て

ご
わ強
い
。
山
囲
む
盆
地
ゆ
え
に
、

冬
寒
く
、
夏
は
蒸
し
暑
い
。

　

か
く
の
如
き
地
の
、
真
夏
の
定

番
料
理
が
く
じ
ら
汁
で
あ
る
。
塩

鯨
の
脂
身
と
長
岡
伝
統
野
菜
・

夕ゆ
う
ご
う顔
が
入
っ
た
熱
々
の
汁
。
汗
を

噴
き
出
し
な
が
ら
、
椀
を
す
す
る

の
が
長
岡
流
だ
。

　

新
潟
県
民
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
・

く
じ
ら
汁
に
は
夏
バ
テ
防
止
と
疲

労
回
復
効
果
が
あ
る
と
い
う
。

　

年
中
暑
い
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ

ア
で
、
辛
い
料
理
を
食
す
の
は
、
一

時
的
に
体
温
を
上
昇
さ
せ
、
発
汗

作
用
を
促
し
、
結
果
的
に
体
温
を

下
げ
る
と
い
う
理
に
か
な
っ
た
食

習
慣
で
あ
る
。

　

長
岡
で
く
じ
ら
汁
が
食
さ
れ
た
起

源
は
不
明
だ
が
、
佐
渡
や
寺
泊
な
ど

県
内
各
地
に
は
鯨
塚
が
残
る
。
ま
た
、

幕
末
の
桑
名
藩
士
の
出
張
日
誌
と
も

い
う
べ
き
『
柏
崎
日
記
』
に
も
く
じ

ら
汁
の
献
立
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
史
に
鯨
料
理
が
登

場
す
る
の
は
室
町
時
代
。
仏

教
の
影
響
で
、
獣
食
が
禁
じ

ら
れ
て
い
た
当
時
は
、
魚
と

み
な
さ
れ
た
鯨
は
貴
重
な
タ

ン
パ
ク
源
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
水
軍

か
ら
派
生
し
た
捕
鯨
の
プ

ロ
集
団
が
各
地
に
出
現
し
、

庶
民
に
も
広
く
食
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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あ
っ
ち
ぇ
夏
こ
そ

熱
々
の
く
じ
ら
汁

ながおか
ROOTSな話

　

今
日
の
長
岡
花
火
は
、「
世
界
一
の

花
火
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
大
河
信
濃
川
を
舞
台
と

し
た
ス
ケ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
災
害

復
興
、
平
和
祈
願
な
ど
の
人
類
の
普

遍
的
テ
ー
マ
を
持
つ
ゆ
え
だ
ろ
う
か
。

　

古
く
は
、
九
代
藩
主
牧
野
忠た

だ
き
よ精

が
花
火
を
打
ち
上
げ
た
と
い
わ
れ
る
。

忠
精
は
特
に
、
藩
の
教
育
・
文
化
を

も
り
立
て
た
人
だ
が
、
そ
の
時
代
に

ま
で
長
岡
花
火
の
ル
ー
ツ
を
探
る
の

も
面
白
い
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

に
は
、
藩
の
砲
術
師
範
が
『
夜
の
相

図
（
戦
時
の
狼の

ろ
し煙
）』
と
し
て
、
銀
河

星
・
飛ひ

ち
ょ
う
か

蝶
火
な
ど
の
名
称
で
打
ち
上

げ
て
い
る
。天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）、

幕
府
の
命
令
に
よ
る
『
三さ

ん
ぽ
う
り
ょ
う
ち
が

方
領
知
替

え
』
の
騒
動
が
起
こ
る
が
、
幸
い
に

し
て
藩
主
の
配
置
替
え
は
回
避
さ
れ

た
。
す
る
と
、
藩
士
領
民
一
体
の
喜

び
を
花
火
で
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
。

　

近
代
に
入
り
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
に
は
、
遊
廓
の
打
上
げ

長
岡
花
火
の
起
源

　
～
つ
ぎ
の
百
年
へ
連
な
る
テ
ー
マ
～

塩鯨の本皮を薄切りにして熱湯で塩分や脂分を除き、夏野菜（夕顔・ナス・ジャガイモ・
かぼちゃ等）と共に煮て味噌・醤油・塩などで調味する。東北を中心に全国に存在し、
それぞれに味付けも具材も食べる時期も異なる。写真は長岡市内の割烹茂のくじら汁。

©
次号予告／山本五十六と斎藤博

越後長岡 ROOTS400 第 2 号 長岡城 〜城はなくとも夢がある〜
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