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北
越
戊
辰
戦
争

の
見
直
し



明治時代に作成された木版錦絵。北越
戊辰戦争の長岡城攻防戦を描いたもの
だが、官賊の時世をはばかり、戦国時代
の上杉家・武田家の信濃川を挟んだ戦
争図にしているところが面白い。三枚続、
さくら坊芳盛画、明治元年。

越後国信濃川武田上杉大合戦之図

北
越
戊
辰
戦
争
を
ふ
り
か
え
れ
ば
何
が
み
え
る

（口径14.6mm 銃身長1,246mm）
イギリスのエンフィールド造兵廠で開発された先
込め式施条銃。幕末に大量に輸入され新政府軍
の主力兵器となった。有効射程距離は900mに
及ぶ。長岡藩ではすでに慶応２年(1866)第二次
長州征伐の際には所持していた。弾丸の形状か
らミニエー銃に分類される。長岡市北越戊辰戦
争伝承館に展示。

表紙・エンフィールド銃

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、

巻
頭
言

北
越
戊
辰
戦
争
は
開
府
二
百
五
十
年
を
経
た

長
岡
藩
に
と
っ
て
大
き
な
時
代
の

境
目
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
長
岡
藩
の
美
徳
が

戦
争
に
よ
っ
て
粉
砕
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く

い
ま
ま
で
の
長
岡
藩
の
価
値
観
が

問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
封
建
領
主
牧
野
家
の
家
風
で
あ
る

常
在
戦
場
の
精
神
や
正
義
の
定
義
が

大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

長
岡
藩
は
領
内
の
武
士
は
勿
論

農
民
・
商
人
を
含
め
て
実
利
を
尊
び

合
理
思
考
に
よ
る
改
革
を
す
す
め

政
治
的
に
も
独
立
の
気
風
を
貫
こ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

産
業
は
独
自
に
開
花
し
、
信
濃
川
通
船
に
よ
っ
て

交
易
を
行
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
戦
争
で
一
気
に
崩
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
そ
の
境
目
を
体
験
し
た
当
時
の
民
衆
は

み
ず
か
ら
の
伝
統
の
力
を
信
じ
て
復
興
に
尽
力
し
ま
し
た
。

戦
争
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

士
魂
商
才
の
大
同
団
結
が
は
か
ら
れ
た

と
い
う
見
方
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。

廃
墟
の
な
か
か
ら
、
当
時
資
金
力
も
な
く

既
存
の
技
術
も
な
い
長
岡
が
、
人
び
と
の
創
造
力
に
よ
っ
て

す
な
わ
ち
今
に
い
う
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

復
興
を
為
し
と
げ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
こ
と
を
、
長
岡
開
府
四
百
年
の

記
念
の
年
に
誇
ら
し
く
追
懐
し

当
時
の
市
民
力
の
高
さ
を
評
価
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

会
長　

磯
田 

達
伸
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長
岡
落
城
を
機
に
戦
争
は

越
後
全
体
に
広
が
っ
た

北
越
戊
辰
戦
争
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に

勃
発
し
た
日
本
の
内
乱
の
う
ち

越
後
（
新
潟
県
内
佐
渡
を
除
く
）
で

起
こ
っ
た
戦
争
を
い
う
。

と
り
わ
け
長
岡
城
攻
防
戦
が
著
名
で
あ
る
が

現
在
の
長
岡
市
域
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
場
と
な
っ
た
。

お
も
な
戦
場
を
あ
げ
れ
ば

榎
峠
・
朝
日
山
戦
（
旧
長
岡
市
南
部
）

中
島
上
陸
戦
（
長
岡
城
の
落
城
）

杉
沢
・
赤
坂
峠
の
戦
い
、
中
之
島
・
今
町
戦
争

大
黒
・
福
井
・
十
二
潟
・
筒
場
・
福
島
の
戦
い

寺
泊
海
戦
、
島
崎
の
戦
い
、
森
立
峠
の
戦
い

半
蔵
金
の
戦
い
、
熊
袋
・
小
栗
山
の
戦
い

与
板
の
戦
い
、
長
岡
城
奪
還
戦

長
岡
城
再
落
城
な
ど

小
規
模
な
戦
闘
を
含
め
れ
ば
戦
い
は
約
百
日
間
で

六
十
回
を
超
え
る
戦
闘
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

攻
め
る
新
政
府
軍
（
西
軍
）
に
も
戦
闘
に
よ
る

犠
牲
者
は
九
百
五
十
七
名
。

守
る
同
盟
軍
（
東
軍
）
に
も
千
二
百
五
十
七
名
を
超
え
る

犠
牲
者
を
出
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
。

民
間
人
に
も
犠
牲
者
が
出
て
そ
の
数
百
名
を

く
だ
ら
な
い
と
い
う
激
戦
だ
っ
た
。

こ
ろ
は
旧
暦
五
月
（
七
月
）
か
ら
始
ま
っ
て

七
月
末
ま
で
、
折
か
ら
の
洪
水
が
戦
場
を

襲
っ
た
の
で
泥
と
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
。

始
め
刀
槍
を
用
い
て
の
戦
法
も

銃
器
、
大
砲
が
主
力
と
な
り

新
政
府
軍
は
信
州
諸
藩
、
富
山

加
賀
、
芸
州
な
ど
と
西
南
諸
藩
の
連
合
軍
を

編
成
し
て
、
約
三
万
名
を
動
員
し
て

越
後
を
襲
撃
し
た
。

守
る
越
後
の
同
盟
軍
に
も
会
津
、
米
沢
、
桑
名

上
山
な
ど
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
軍
八
千
名
が

加
勢
し
て
、
長
岡
藩
兵
を
応
援
し
た
。

た
だ
し
、
与
板
藩
だ
け
は
勤
皇
を
貫
き

新
政
府
軍
に
協
力
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
越
後
の
民
家
は
焼
か
れ

流
れ
弾
に
あ
た
っ
て
死
傷
す
る
民
衆
が
多
く
で
た
。

戦
場
は
村
上
城
の
北
か
ら
頸
城
の
川
浦
ま
で

広
範
囲
だ
っ
た
。
新
政
府
軍
が
費
や
し
た
戦
費
は

九
十
万
両
と
い
わ
れ
て
い
る
。

長
岡
藩
に
も
恭
順
に
応
ず
る
者
は

少
な
か
ら
ず
い
た
が
、
ほ
ぼ
全
藩
士
一
団
と
な
っ
て

薩
摩
・
長
州
連
合
軍
を
迎
え
撃
っ
た
。

戦
争
は
同
盟
軍
の
敗
退
で
終
わ
り

会
津
若
松
城
攻
略
戦
へ
移
っ
て
い
っ
た
が

長
岡
藩
総
督
河
井
継
之
助
は

会
津
へ
む
か
う
八
十
里
越
で

「
八
十
里
、
腰
抜
け
武
士
の
越
す
峠
」
の

自
嘲
し
た
句
を
詠
ん
だ
。

寺
泊
港

与
板
城

長
岡
城

つ
ぎ
の
す
け

つ
つ
ば

は
ん
ぞ
う
が
ね

く
ま
ぶ
く
ろ

も
っ
た
て

か
み
の
や
ま

だ
ま
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朝日山大合戦の図 慶応4年5月11日の朝日山戦の様子を錦絵にしたもの。長州藩参謀時山直八が戦死。山根辰蔵・山県狂介　　　（図中では山振辰三・山県敬輔）が活躍している様が描かれている。旧幕府歩兵がくみふせられているが、実際は長岡藩側の有利な戦闘。三枚続 芳滝画 明治元年
浅井コレクション所蔵。

　

鳥
羽
・
伏
見
で
旧
幕
府
軍
（
東
軍
・
同
盟
軍

と
も
い
う
）
と
新
政
府
軍
（
西
軍
）
が
衝
突
し

て
以
来
、
戦
争
の
予
兆
は
日
本
全
国
に
拡
が
っ

て
い
っ
た
。
越
後
は
当
時
、
十
一
藩
と
会
津
・

桑
名
・
沼
津
・
高
崎
・
上
山
藩
な
ど
の
分
領
と

旧
幕
府
領
が
点
在
し
、
そ
の
動
揺
が
広
が
っ
て

い
っ
た
。

　

各
藩
内
に
は
、
い
ず
れ
も
主
戦
派
、
非
戦
派
、

勤
皇
、
佐
幕
の
各
説
を
主
張
し
、
領
内
の
治
安

確
保
に
つ
と
め
る
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
越
後
長
岡
藩
（
七
万
四
千
余

石
）
は
、
軍
事
総
督
河
井
継
之
助
を
擁
し
て
武

装
独
立
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
。
そ
れ
は
長
岡

藩
が
立
藩
以
来
、
常
在
戦
場
の
精
神
で
磨
い
て

き
た
歴
史
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月
十
三
日
の
安

禅
寺
御
用
留
に
よ
れ
ば
、
諸
国
の
隠
密
が
長
岡

城
下
に
入
り
込
み
、
長
岡
藩
の
動
静
を
う
か

が
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
岡
藩

も
藩
士
に
銃
器
を
配
り
、
四
月
十
七
日
に
は
藩

士
一
同
総
登
城
し
て
「
今
般
、
姦
臣
天
子
を
は

さ
ん
で
幕
府
を
お
と
し
入
れ
、
御
譜
代
の
諸
侯
、

往
々
幕
に
背
て
、
薩
長
に
通
ず
。
大
に
怪
む
に

堪
へ
た
り
、
余
、
小
藩
と
い
え
ど
も
孤
城
に
拠

戊
辰
戦
争
の
勃
発

談
判
の
決
裂
が
戦
争
を
よ
り
拡
大
さ
せ
た
。

り
て
、
国
中
に
独
立
し
、
存
亡
、
唯
、
天
に
任
せ
、

以
て
、
三
百
年
来
の
主
恩
に
酬
え
、
且
、
義
藩

の
嚆
矢
た
ら
ん
と
欲
す
」
と
佐
幕
的
態
度
を
明

ら
か
に
し
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
会
津
藩
征
伐
を
企
む
新
政
府

軍
が
長
岡
藩
境
に
迫
っ
た
。
そ
こ
で
、
軍
事
総

督
河
井
継
之
助
は
単
身
、
軍
営
に
乗
り
込
ん
で
、

戦
争
回
避
を
図
っ
た
。
こ
こ
に
小
千
谷
談
判
が
、

小
千
谷
町
（
現
小
千
谷
市
平
成
）
真
言
宗
寺
院

慈
眼
寺
で
開
か
れ
る
。

　

と
き
は
慶
応
四
年
五
月
二
日
。
新
暦
で
い
え
ば

小
千
谷
談
判
の
真
相

六
月
二
十
一
日
午
後
二
時
頃
、
梅
雨
が
蕭
条
と

降
る
日
に
東
山
道
先
鋒
総
督
府
軍
軍
監
岩
村
精

一
郎
、
薩
摩
藩
外
城
隊
長
淵
辺
直
右
衛
門
、
長

州
藩
奇
兵
隊
長
杉
山
壮
一
郎
と
白
井
小
助
が
長

岡
藩
軍
事
総
督
河
井
継
之
助
と
談
判
に
及
ん
だ
。

　　

談
判
の
冒
頭
は
、
継
之
助
が
長
岡
藩
恭
順
を

あ
き
ら
か
に
し
、
討
幕
の
理
由
を
問
い
一
書
を

差
し
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
の
っ
け
か

ら
大
胆
に
「
会
津
藩
や
旧
幕
府
軍
を
追
討
す
る

長岡藩本陣（長岡市摂田屋・光福寺）
山県狂介（のちの有朋 1838～1922）
長崎大学附属図書館所蔵

山県有朋（狂介）の
「仇守とりでのかがり 
かげふけて 
夏も身にしむ越の山風」
和歌軸装

岩村精一郎（のちの高俊 1845～1906）
国立国会図書館所蔵

八丁沖古戦場パーク（長岡市富島町）

小千谷市・慈眼寺談判場

と
い
い
な
が
ら
、
本
当
は
私
的
な
制
裁
や
権
力

奪
取
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
岩
村
は
反
論
し
、
征
討
の
目

的
を
言
っ
た
。「
参
謀
（
岩
村
）
一
々
其
趣
意
を

述
ぶ
、
し
た
が
っ
て
述
べ
れ
ば
、
し
た
が
っ
て

弁
解
、件
々
あ
え
て
服
せ
ず
」
と
激
論
に
な
っ
た
。

　

そ
の
模
様
は
岩
村
ら
が
怒
る
こ
と
に
な
り
、

「
我
、
た
だ
勅
を
奉
じ
て
長
岡
を
伐
つ
、
い
ま
だ

汝
と
論
を
為
す
の
命
を
受
け
ず
、
汝
、
強
て
弁

論
を
欲
せ
ば
、
明
日
陣
頭
兵
馬
の
間
に
お
い
て
、

そ
の
是
非
を
決
せ
ん
」
と
い
い
、
憤
然
と
席
を

た
っ
た
。
河
井
は
あ
わ
て
て
岩
村
の
裾
を
と
ら

え
て
「
い
ま
だ
、
事
情

は
述
べ
て
お
り
ま
せ
ん
。

い
ま
し
ば
ら
く
話
し
合
い

ま
し
ょ
う
」
と
と
り
す

が
っ
た
が
、
岩
村
は
そ

れ
を
払
っ
て
退
席
し
た
。

　

岩
村
に
し
て
み
れ
ば
、
東
山
道
先
鋒
総
督
府

軍
軍
監
と
し
て
、
会
津
征
討
を
進
め
る
立
場
に

あ
っ
た
。
長
岡
藩
の
立
場
な
ど
、
何
も
考
慮
し

な
く
と
も
良
い
。

　

し
か
し
、
河
井
は
違
っ
た
。
大
政
奉
還
後
の

日
本
を
ど
う
す
る
か
。
会
津
藩
を
ど
う
救
済
し

て
、
戊
辰
戦
争
を
ど
う
終
息
さ
せ
る
か
が
課
題

だ
っ
た
。

　

小
千
谷
町
人
の
介
在
も
あ
っ
て
、
よ
う
や
く

実
現
し
た
談
判
の
場
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
意
気

込
ん
で
乗
り
込
ん
で
き
た
。

　

し
か
し
、
河
井
の
思
惑
は
す
べ
て
水
泡
に
帰

し
、
よ
り
激
越
な
北
越
戊
辰
戦
争
が
始
ま
る
こ

と
に
な
っ
た
。

←

←

か
み
の
や
ま

よ
ち
ょ
う

り
っ
ぱ
ん

ぶ
ん
り
ょ
う

か
ん
し
ん

お
ん
み
つ

そ
む
い

た

あ
や
し

こ
じ
ょ
う

か
つ

こ
た

こ
う
し

う
つ

し
い

ぜ　

ひ

い
ち
い
ち

の

け
ん
け
ん

な
ん
じ

た
だ

じ
げ
ん
じ

そ
の

し
ょ
う
じ
ょ
う

と
う
さ
ん
ど
うと

じ
ょ
う
た
い

こ
も
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奥
羽
越
列
藩
同
盟
軍
の
な
か
で
、
長
岡
藩

軍
務
総
督
（
軍
事
総
督
）
の
河
井
継
之
助
が
、

一
際
光
彩
を
放
つ
の
は
、
優
れ
た
洞
察
力
に

基
づ
い
た
戦
略
眼
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
戦
法
を
知
り
、
近
代
兵

備
を
整
え
た
少
勢
の
長
岡
藩
兵
が
、
河
井
の

指
揮
の
も
と
、
数
々
の
戦
勝
を
あ
げ
る
。
陽

動
作
戦
を
実
施
し
た
六
月
二
・
三
日
の
今
町

戦
。
八
丁
沖
を
渡
っ
て
、
長
岡
城
を
奪
還
し

た
夜
襲
戦
な
ど
は
、
北
越
戊
辰
戦
争
を
後
世

で
、
著
名
に
し
た
。
そ
の
戦
術
も
確
か
な
も

の
が
あ
り
、
新
政
府
軍
の
野
望
を
く
じ
く
才

　

長
岡
藩
軍
事
総
督
河
井
継
之
助
は
「
最
後

の
サ
ム
ラ
イ
」
と
た
と
え
ら
れ
る
が
、
決
し

て
古
い
し
き
た
り
や
刀
槍
に
こ
だ
わ
り
を

持
っ
て
い
た
サ
ム
ラ
イ
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

　

日
頃
か
ら
「
武
士
の
家
を
弓
馬
の
家
と
い

う
が
、
今
後
は
改
め
て
砲
艦
の
家
と
言
っ
た

方
が
よ
か
ろ
う
」
と
語
り
、
射
的
が
好
き
で

鉄
砲
は
上
手
か
っ
た
。
そ
の
河
井
の
実
力
は
、

鉄
砲
で
三
十
間
（
約
五
十
四
㍍
）
の
距
離
に

あ
る
五
寸
（
十
五
㌢
）
の
的
に
命
中
さ
せ
る

ほ
ど
の
腕
前
だ
っ
た
と
い
う
。

　

当
時
の
西
洋
兵
法
や
最
新
の

兵
器
に
も
精
通
し
て
い
た
河
井

は
、
長
岡
藩
の
兵
制
改
革
に
力

を
注
い
だ
。
当
時
の
最
新
兵
器

ガ
ト
リ
ン
グ
砲
を
二
門
購
入
し
、

西
洋
砲
術
を
取
り
入
れ
多
く
の

大
砲
を
揃
え
た
の
も
、
少
数
の

兵
力
で
如
何
に
犠
牲
者
を
少
な

く
大
軍
を
相
手
に
戦
う
か
と
い

う
戦
略
の
一
つ
で
あ
り
、
抑
止

力
的
な
備
え
と
し
て
の
武
装

西
郷
隆
盛
も
恐
れ
た
男

台
閣
に
立
つ
べ
き
一
代
の
傑
物

な
ぜ
、河
井
継
之
助
は

開
戦
に
踏
み
切
っ
た
の
か

長
岡
藩
軍
事
総
督

河
井
継
之
助
の
人
間
性

だ
っ
た
。
長
岡
藩
の
藩
是
「
常
在
戦
場
」
常

に
備
え
よ
、
と
い
う
精
神
が
垣
間
見
え
る
。

　

長
岡
藩
が
軍
備
を
整
え
て
い
た
こ
と
は
両

軍
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
り
魅
力
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
長
岡
藩
の
実
力
を
試

そ
う
と
開
戦
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、
小
千
谷
談
判
決
裂
後
に
悩
ん

だ
結
果
が
開
戦
だ
っ
た
。
談
判
の
翌
日
（
五

月
三
日
）、
継
之
助
は
、
長
岡
藩
領
前
島
村
を

警
備
し
て
い
る
親
友
の
川
島
億
次
郎
（
の
ち

の
三
島
億
二
郎
）を
た
ず
ね
て
い
る
。そ
こ
で
、

「
己
れ
の
首
と
三
万
両
を
新
政
府
軍
側
に
と
ど

け
れ
ば
、
当
面
の
戦
争
は
回
避
で
き
る
」
と

述
べ
た
と
い
う
。
川
島
は
、
一
人
、
君
を
死

な
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
同
情
し
、
開

戦
に
同
意
し
た
。
戦
後
、
岩
村
精
一
郎
は
小

千
谷
談
判
を
悔
や
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
小

千
谷
談
判
は
、
北
越
戊
辰
戦
争
の
重
大
な
、

過
ち
を
後
世
に
伝
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

北越戊辰戦争前後、瓦版のような型式で戦争の模様が庶民に伝えられた。記事は長岡近郊の
大黒村付近の戦闘と寺泊・久田の戦い。越後高田藩士岡島但馬の口述。早稲田大学図書館所蔵。

越後大戦の図

幕
末
長
岡
藩
の
銃
器

河井継之助の碑（現在は悠久山公園に移設されている）

四斤山砲模型（長岡市北越戊辰戦争伝承館） ガトリング砲模型（長岡市・河井継之助記念館）

小千谷談判に同行した二見虎三郎

長岡藩士松井策之進と兵士(慶応2年撮影)

が
あ
っ
た
。
ま
さ
に
新
政
府
軍
の
作
戦
指
導

の
頂
点
に
い
た
薩
摩
藩
の
西
郷
隆
盛
と
同
年

の
文
政
十
年
生
ま
れ
。
と
も
に
陽
明
学
を
独

習
し
、
地
方
独
立
の
近
代
国
家
構
想
の
夢
が

あ
っ
た
。

　　

戦
後
、
継
之
助
の
死
を
惜
し
む
声
は
敵
味

方
問
わ
ず
多
く
聞
か
れ
た
。

　

西
郷
隆
盛
は
「
不
幸
に
も
賊
名
を
負
っ
て

斃
れ
た
が
、
も
し
も
今
日
世
に
あ
る
な
ら
ば

台
閣
（
内
閣
）
に
立
つ
べ
き
も
の
を
。
た
し

か
に
一
代
の
傑
物
で
あ
っ
た
」
と
評
し
、
人

を
褒
め
な
い
こ
と
で

知
ら
れ
る
勝
海
舟
も

「
彼
は
な
か
な
か
の
人

物
で
あ
っ
た
が
、
惜

し
い
こ
と
を
し
た
」

と
語
っ
て
い
る
。

　

明
治
二
十
二
年
（
一

八
八
九
）
憲
法
発
布

に
伴
う
恩
赦
に
よ
り

賊
名
を
解
か
れ
る
と
、

継
之
助
の
遺
徳
を
偲

ぶ
碑
の
建
立
が
計
画
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
は

三
島
億
二
郎
、
三
間
正
弘
、
小
松
彰
ら
で
、

場
所
に
は
長
岡
城
の
シ
ン
ボ
ル
御
三
階
櫓
の

跡
地
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　

題
字
の
揮
毫
は
、
北
越
戊
辰
戦
争
に
も
参

戦
し
た
薩
摩
出
身
の
黒
田
清
隆
。
撰
文
は
方

谷
門
下
の
三
島
中
洲
に
依
頼
し
た
。

　
「
大
き
い
頭
、
角
ば
っ
た
顔
、
眉
は
清
秀
で

目
は
大
き
く
そ
の
爛
々
た
る
様
は
雷
の
よ
う

で
あ
っ
た
。
怒
っ
て
人
を
見
据
え
る
と
き
は

仰
視
で
き
な
い
ほ
ど
威
厳
を
持
ち
、
鋭
敏
で

明
快
な
判
断
力
を
備
え
て
い
た
」。
中
洲
は
、

実
際
に
親
交
の
あ
っ
た
継
之
助
の
功
績
に
つ

い
て
人
柄
も
加
え
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

長
く
賊
軍
の
軍
事
総
督
と
い
う
汚
名
を
着

せ
ら
れ
て
い
た
継
之
助
の
姿
は
、
当
時
漢
学

の
第
一
人
者
で
あ
る
中
洲
の
名
文
に
よ
り
、

あ
ら
た
め
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。

　

兵
力
で
圧
倒
的
優
位
に
あ
っ
た
新
政
府
軍

が
、
な
ぜ
北
越
戊
辰
戦
争
の
長
岡
城
攻
防
戦

で
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
の
か
。

　

一
八
三
〇
年
代
西
洋
兵
制
を
導
入
し
た
江
戸

幕
府
や
各
藩
が
相
次
い

で
外
国
か
ら
ゲ
ベ
ー
ル

銃
を
購
入
し
た
。
ゲ

ベ
ー
ル
銃
の
弾
丸
は
施

条
の
な
い
銃
身
か
ら
回

転
を
し
な
い
で
発
射
さ

れ
る
の
で
命
中
率
は
低

く
射
程
距
離
も
短
い
。

長
岡
藩
は
い
ち
は
や
く
、
こ
の
欠
点
を
見
抜
き
、

銃
身
内
で
回
転
し
な
が
ら
発
射
で
き
る
ミ
ニ

エ
ー
銃
を
採
用
し
て
い
る
。

　

ミ
ニ
エ
ー
銃
の
命
中
率
は
格
段
に
高
く
、
射

程
距
離
も
ゲ
ベ
ー
ル
銃
の
三
倍
以
上
で
あ
っ

た
。
幕
末
に
な
る
と
新
政
府
軍
の
多
く
が
こ
の

銃
を
買
い
求
め
て
い
る
。

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
撮
影
さ
れ
た
長

岡
藩
兵
の
写
真
で
は
、
藩
士
の
手
に
ミ
ニ
エ
ー

銃
（
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
）
が
握
ら
れ
て
い
る
。

　

群
馬
県
の
猿
ヶ
京
に
残
る
関
所
の
記
録
に
よ

れ
ば
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）か
ら
慶
応
三
年（
一

八
六
七
）
に
か
け
て
長
岡
藩
は
様
々
な
新
式
銃

を
頻
繁
に
仕
入
れ
て
い
る
。
戦
争
が
始
ま
る
と

長
岡
藩
は
カ
ー
ビ
ン
銃
を
百
丁
購
入
し
た
。
騎

馬
隊
用
の
カ
ー
ビ
ン
銃
は
銃
身
が
短
く
日
本
人

に
適
し
て
い
た
。

　

他
に
当
時
日
本
に
三
門
し
か
無
か
っ
た
ガ
ト

リ
ン
グ
砲
を
、
河
井
継
之
助
は
二
門
を
六
千
両

で
購
入
し
た
。
長
岡
藩
の
よ
う
な
小
藩
が
少
な

い
兵
力
で
大
軍
に
挑
む
に
は
こ
れ
し
か
な
い
と

考
え
て
の
投
資
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
砲
の
充
実

に
も
力
を
注
ぎ
フ
ラ
ン
ス
式
軍
制
を
敷
き
大
小

三
十
一
門
の
大
砲
を
揃
え
て
い
る
。
小
型
で
山

道
も
運
び
や
す
い
四
斤
山
砲
を
最
前
線
に
置

き
、
訓
練
に
よ
り
命
中
精
度
を
高
め
射
程
距
離

も
伸
ば
し
た
。
四
斤
山
砲
は
長
岡
藩
兵
の
先
陣

に
あ
っ
て
北
越
戊
辰
戦
争
を
戦
い
抜
く
原
動
力

と
な
っ
て
い
た
。

小山正太郎筆河井継之助肖像画（『河井継之助傳』より）

ひ
と
き
わ

さ
い

た
お

み
つ
ま
ま
さ
ひ
ろ

あ
き
ら

よ
ん
き
ん
さ
ん
ぽ
う

き
ご
う

ち
ゅ
う
し
ゅ
う

ら
ん
ら
ん

い
か
づ
ち

お
さ
ん
が
い
や
ぐ
ら

う　

ま

あ
や
ま
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大黒町の戊辰戦蹟記念碑

激
戦
地
と
な
っ
た
村
々

戊
辰
の
戦
蹟
記
念
碑

　

小
千
谷
談
判
決
裂
の
後
、
五
月
九
日
に
長
岡

城
中
で
、
会
津
・
長
岡
・
桑
名
・
旧
幕
府
脱
走

の
衝
鉾
隊
の
諸
将
に
よ
る
軍
議
が
開
か
れ
た
。

長
岡
藩
軍
事
総
督
河
井
継
之
助
は
あ
く
ま
で
戦

守
（
敵
が
攻
撃
し
た
ら
迎
え
撃
つ
）
の
姿
勢
に

こ
だ
わ
っ
た
が
、
会
津
藩
佐
川
官
兵
衛
ら
は
、

新
政
府
軍
は
講
和
は
考
え
て
い
な
い
と
し
、
先

制
攻
撃
を
主
張
し
た
。
談
判
決
裂
に
よ
っ
て
交

渉
の
道
を
断
た
れ
た
河
井
継
之
助
は
、
つ
い
に

戦
闘
を
決
断
し
、
藩
境
に
配
置
し
て
い
る
長
岡

藩
兵
を
二
手
に
分
け
て
、
榎
峠
へ
向
か
わ
せ
た
。

三
国
街
道
上
を
す
す
む
萩
原
要
人
隊
と
迂
回
し

た
川
島
（
の
ち
の
三
島
）
億
次
郎
隊
が
会
津
・

桑
名
両
藩
兵
の
協
力
を
得
て
、
榎
峠
上
の
新
政

府
軍
の
上
田
・
松
代
藩
兵
と
、
五
月
十
日
に
交

戦
に
入
っ
た
。
こ
こ
に
長
岡
城
攻
防
戦
が
開
始

さ
れ
た
。

　

戦
い
は
榎
峠
の
戦
い
か
ら
、
薩
摩
・
長
州
藩

兵
の
応
援
を
得
た
新
政
府
軍
側
の
攻
勢
と
な

り
、
戦
場
は
朝
日
山
に
移
っ
た
。

　

朝
日
山
戦
で
は
長
州
藩
の
時
山
直
八
が
戦
死

す
る
な
ど
の
激
戦
と
な
っ
て
、
攻
防
は
膠
着
状

況
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
を
打
開
し
よ
う
と
、
長
州
藩
の
三
好
軍

太
郎
ら
が
、
当
時
、
洪
水
で
激
流
と
な
っ
た
信

濃
川
を
、
五
月
十
九
日
、
大
島
村
付
近
か
ら
強

行
渡
河
し
て
、
長
岡
城
の
奇
襲
を
か
け
た
。
主

奥
羽
越
列
藩
同
盟
と
加
茂
軍
議

北
越
戊
辰
戦
争
の
惨
禍

力
を
朝
日
山
方
面
に
派
出
さ
せ
て
い
た
長
岡
藩

は
、
落
城
の
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
。
藩
主
一
行

は
悠
久
山
・
森
立
峠
と
八
十
里
越
を
し
て
、
会

津
に
の
が
れ
た
。

　

軍
事
総
督
河
井
継
之
助
は
残
兵
を
加
茂
（
加

茂
市
）
に
集
結
さ
せ
て
、
長
岡
城
の
奪
還
を
め

ざ
す
こ
と
に
な
る
。

　

当
時
、
奥
羽
列
藩
同
盟
が
奥
州
白
石
城
下
で

結
盟
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
会
津
・
庄

内
藩
を
救
済
す
る
か
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

仙
台
藩
士
に
よ
る
新
政
府
軍
参
謀
世
良
修
蔵
の

襲
撃
が
あ
っ
て
、
新
政
府
軍
と
の
全
面
戦
争
の

気
配
が
濃
厚
だ
っ
た
。

　

五
月
二
十
二
日
、
加
茂
に
お
い
て
、
米
沢
・

会
津
・
桑
名
・
長
岡
・
上
山
・
村
上
・
村
松
の

各
藩
の
代
表
者
に
よ
る
加
茂
軍
議
が
開
か
れ

る
。
こ
の
席
上
、
河
井
継
之
助
は
奥
羽
・
越
後

諸
藩
の
結
束
を
説
き
、
長
岡
城
の
奪
還
を
画
策

し
、
よ
り
苛
烈
な
戦
い
を
指
導
す
る
。

　

今
町
・
与
板
、
赤
坂
峠
、
島
崎
な
ど
を
戦
い

抜
き
、
大
黒
・
福
井
な
ど
長
岡
の
の
ち
の
新
組

地
区
等
で
一
か
月
半
の
泥
沼
の
戦
を
経
た
の
ち
、

七
月
二
十
五
日
、
八
丁
沖
を
強
行
渡
河
し
て
、

長
岡
城
を
奪
還
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
い
で

河
井
継
之
助
は
負
傷
し
、
俄
か
に
長
岡
藩
勢
の

士
気
が
衰
え
、
七
月
二
十
九
日
に
再
び
長
岡
城

は
新
政
府
軍
に
よ
っ
て
落
城
し
て
い
る
。

戊辰戦争の経過を中心に双六ふうにしめしている。婦志水（伏見）大合戦、長岡落城、
越後筑摩川（信濃川）の戦などが描かれている。西尾市岩瀬文庫所蔵。

戊辰戦争双六　有がたき御代の寿 一枚 国員画 明治元年 奥羽越列藩同盟を構成した各藩

　

北
越
戊
辰
戦
争
の
最
激
戦
地
と
も
さ
れ
る
新

組
地
区
。
そ
の
郷
土
誌
に
は
、
惨
禍
の
語
り
伝

え
が
生
々
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　

地
区
内
の
各
村
で
の
戦
闘
は
、
長
岡
城
奪
還

の
攻
防
に
お
い
て
、
慶
応
四
年
六
月
四
日
か
ら

六
日
の
間
に
両
軍
が
布
陣
し
て
後
、
再
落
城
の

追
撃
戦
が
あ
っ
た
七
月
二
十
九
日
ま
で
、
お
お

よ
そ
二
ヶ
月
続
い
た
。

　

攻
防
が
続
く
間
、
女
性
と
子
ど
も
は
山
中
ま

で
避
難
し
た
が
、
家
を
守
る
た
め
に
残
っ
た
男

た
ち
は
軍
夫
と
し
て
徴
集
さ
れ
、
す
る
と
隣
村

同
士
が
余
儀
な
く
敵
対
す
る
形
に
な
っ
た
。
目

前
で
斬
り
合
い
を
見
た
者
も
お
り
、
不
運
に
も

戦
闘
に
居
合
わ
せ
た
た
め
に
銃
弾
で
太
腿
を
撃

ち
抜
か
れ
た
女
性
も
い
る
。
結
果
、
地
域
か
ら

は
十
四
名
の
死
傷
者
を
出
し
た
。
同
盟
軍
に
よ

る
焦
土
作
戦
は
家
屋
に
も
甚
大
な
被
害
を
出

し
、
地
域
内
の
五
村
の
焼
失
数
は
合
計
百
七
十

一
軒
に
及
ぶ
。

　

と
き
に
農
民
は
、
戦
禍
か
ら
村
を
守
る
た
め

の
逞
し
さ
も
見
せ
る
。
近
村
で
随
一
の
大
庄
屋

安
藤
林
泉
は
中
立
的
な
立
場
を
取
り
、
両
軍
の

間
を
立
ち
回
る
。
林
泉
は
長
岡
藩
に
多
額
の
資

金
を
供
与
し
て
お
り
、
河
井
継
之
助
と
も
親
交

し
た
傑
物
だ
っ
た
。

　

全
戸
が
焼
失
す
る
惨
禍
に
遭
っ
た
大
黒
村

（
現
大
黒
町
、
北
越
戊
辰
戦
争
伝
承
館
が
立
地

す
る
）
で
は
、
残
さ
れ
た
遺
体
を
両
軍
の
区
別

な
く
埋
葬
し
た
。
遺
体
の
側
に
散
ら
ば
っ
て
い

た
小
銭
を
基
金
に
、
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
る
と
、

以
後
百
五
十
年
経
っ
た
今
で
も
毎
年
の
慰
霊
祭

が
行
わ
れ
て
い
る
。

未
来
に
つ
な
ぐ
鎮
魂

　

い
わ
ゆ
る
北
越
戊
辰
戦
争
と
い
う
戦
い
は
、

三
国
峠
、雪
峠（
小
千
谷
市
）、小
出
島（
魚
沼
市
）、

鯨
波（
柏
崎
市
）、椎
谷（
柏
崎
市
）な
ど
で
始
ま
っ

て
い
た
。
本
格
的
な
戦
闘
と
な
っ
た
の
は
、榎
峠
、

朝
日
山
戦
か
ら
で
あ
る
。
薩
摩
・
長
州
藩
を
基

幹
と
す
る
新
政
府
軍
は
高
田
、信
州
松
代
、加
賀
、

富
山
な
ど
の
各
藩
兵
と
と
も
に
越
後
全
体
に
全

面
戦
争
を
仕
掛
け
て
い
る
。
奥
羽
越
列
藩
同
盟

軍
は
長
岡
・
会
津
・
米
沢
・
桑
名
藩
兵
を
基
幹

と
し
て
旧
幕
府
脱
走
兵
・
水
戸
脱
走
兵
な
ど
の

応
援
を
得
て
激
戦
を
し
た
。
戦
闘
は
灰
爪
（
柏

崎
市
）、杉
沢
、小
栗
山
（
見
附
市
）、森
立
峠
（
長

岡
市
）、
久
田
（
出
雲
崎
町
）、
土
ヶ
谷
（
長
岡

市
栃
尾
）、
大
口
（
長
岡
市
中
之
島
）、
福
島
（
長

岡
市
）、
半
蔵
金
、
荷
頃
（
長
岡
市
栃
尾
）、
長

岡
城
下
、
十
日
町
（
長
岡
市
）、
遠
く
は
新
潟
、

三
条
、
加
茂
、
村
松
、
中
条
等
に
及
び
そ
の
戦

禍
は
民
衆
を
苦
し
め
た
。

　

戦
争
は
日
本
近
代
化
を
す
す
め
る
新
政
府
の

封
建
制
の
旧
弊
を
打
破
す
る
戦
い
だ
と
評
価
さ

れ
て
い
る
む
き
も
あ
る
が
、
越
後
の
民
衆
に

と
っ
て
何
の
恩
恵
も
な
か
っ
た
。
長
岡
藩
は
戦

後
復
興
さ
れ
た
と
は
い
え
、
戦
争
の
惨
禍
は
残

り
、
長
く
朝
敵
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
人
び
と

は
苦
し
ん
だ
。

　

戦
後
、
長
岡
は
戊
辰
戦
争
を
偲
び
、
五
十
年

祭
等
の
犠
牲
者
の
慰
霊
祭
を
開
催
し

て
い
る
。
戦
争
当
時
の
苦
境
を
偲
び
、

向
後
、
決
し
て
再
び
、
あ
や
ま
ち
を

犯
す
こ
と
は
し
な
い
と
市
民
一
同
、

戦
争
の
な
い
世
界
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

開
府
四
百
年
の
平
成
三
十
年
は
、

戊
辰
戦
争
百
五
十
年
の
記
念
の
年
で

も
あ
る
。

当時海軍中将だった山本五十六が揮毫した記念碑。同盟
軍兵士の勇戦を讃えている。山本五十六はまた、「大黒戦
を憶う」として次の漢詩を残している。
君仕忠勤三百年　勇猛至誠鉄石心
鋸嶽山頂名月夜　誰語維新大黒戦

君に仕え忠勤すること三百年　勇猛の至誠は鉄石の心
鋸（きょ）嶽（がく）山頂（鋸山）名月の夜　誰か語らん維新
大黒の戦（いくさ）

水島爾保布筆　長岡藩の壮士

　

そ
の
後
、
長
岡
藩
兵
は
奥
羽
越
列
藩
同
盟
軍

の
一
翼
を
担
っ
て
、
会
津
の
戦
い
に
参
戦
し
た
。

河
井
継
之
助
は
八
月
十
六
日
、
会
津
藩
領
、
只

見
塩
沢
で
陣
没
し
た
。

仙台

米沢 福島
村上

村松
長岡

黒川

盛岡

八戸

秋田

弘前

二本松

守山

新庄

棚倉

中村

三春

山形

平

松前

泉

亀田
本庄

湯長谷

下手渡

八島（矢島）

一ノ関

上ノ山

新発田

三根山

天童

こ
う
ち
ゃ
く

い
ま
ま
ち

し
ょ
う
ほ
こ
た
い

り
ん
せ
ん

だ
い
こ
く

ゆ
き
と
う
げ

く
じ
ら
な
み

は
い
づ
め

な
ま
な
ま

く
っ
た

つ
ち
が
た
に

に
ご
ろ

お
お
く
ち

11　奥羽越列藩同盟と加茂軍議 奥羽越列藩同盟と加茂軍議　10



牧
野
家
第
十
七
代
当
主 

牧
野
忠
昌
氏 

寄
稿

長
岡
市
民
に
な
っ
た
お
殿
様
No.8

牧
野
家
の
歴
史

長
岡
開
府
四
百
年
は
新
た
な
ス
タ
ー
ト

　

三
代
藩
主
忠
辰
公
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）

に
生
ま
れ
十
歳
で
家
督
を
継
い
だ
。
十
七
歳
で

上
越
高
田
城
請
け
取
り
の
任
務
を
果
た
し
た
。

五
代
将
軍
德
川
綱
吉
公
に
論
語
の
講
義
を
し
、

御
前
で
度
々
お
能
を
舞
っ
て
い
る
。
国
元
で
は

新
田
開
発
や
松
や
杉
な
ど
の
植
林
を
奨
励
し
、

三
官
山
（
悠
久
山
）
に
も
杉
苗
千
本
を
植
え
さ

せ
た
と
い
う
。「
十
分
盃
」
を
も
と
に
「
満
つ

れ
ば
欠
く
」
と
言
う
処
世
訓
を
示
し
た
。
敬
神

家
で
弥
彦
神
社
を
庇
護
し
、
蒼
柴
神
社
の
御
祭

神
で
も
あ
る
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
五
十

八
歳
で
没
し
た
。

ゆ
か
り
の
地
と
の
さ
ら
な
る
交
流
発
展
へ

北
越
戊
辰
戦
争
を
焦
点
に
し
た
施
設

地
域
の
先
人
を
伝
え
残
す

　

全
国
的
に
見
て
も
有
数
の
激
戦
地
で

あ
っ
た
新
組
地
区
。
な
か
で
も
、
夜
闇
に

紛
れ
て
「
八
町
潟
（
八
丁
沖
）」
と
呼
ば

れ
た
広
大
な
沼
地
を
渡
っ
た
、
長
岡
城
奪

還
の
奇
襲
作
戦
は
歴
史
に
名
高
い
。
そ
の

古
戦
場
に
臨
む
集
落
の
な
か
に
北
越
戊
辰

戦
争
伝
承
館
は
あ
る
。

　

二
階
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
展
望
す
る
の

は
、
東
西
の
兵
が
陣
と
砲
台
を
置
き
、
二
ヶ

月
に
も
渡
る
激
し
い
攻
防
を
繰
り
返
し
た

古
戦
場
。
今
や
美
田
に
姿
を
変
え
た
そ
の

景
観
が
、
見
る
者
に
深
く
感
慨
を
与
え
る
。

北
越
戊
辰
戦
争
伝
承
館
の
展
示
の
多
く

は
、
地
域
に
伝
わ
る
戦
争
の
資
料
や
逸
話

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
望
ま
ず
し
て
戦

場
と
な
っ
た
農
村
の
悲
痛
が
ま
ざ
ま
ざ
と

感
じ
ら
れ
る
。
過
去
の
戦
争
を
語
り
伝
え

る
目
的
は
、
未
来
の
平
和
を
考
え
る
た
め

で
も
あ
る
。

　

城
下
町
の
河
井
継
之
助
記
念
館
は
、
い

わ
ば
武
士
か
ら
見
た
歴
史
。
北
越
戊
辰
戦

争
伝
承
館
は
農
民
か
ら
見
た
歴
史
。
両
館

長岡市北越戊辰戦争伝承館
開館時間／AM10:00～PM4:00
休館日／月・金曜日（祝日の場合翌日）、
　　　 12月1日から3月31日まで
所在地／長岡市大黒町39番地2
電話／0258-21-2688

北
越
戊
辰
戦
争
伝
承
館を

あ
わ
せ
て
観
る
こ
と
で
、
よ
り
理
解
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

新
組
地
区
は
名
高
い
先
人
た
ち
の
ゆ
か

り
の
地
で
も
あ
る
。
農
業
用
水
路
「
福
島

江
」
を
建
設
し
、
田
畑
を
潤
し
た
桑
原
久

右
衛
門
、
歌
集
「
蓮
の
露
」
を
編
み
、
良

寛
と
の
交
流
を
後
世
に
伝
え
た
貞
心
尼
、

医
療
か
ら
文
明
開
化
に
至
る
ま
で
幅
広
い

分
野
に
貢
献
し
た
長
谷
川
泰
。
そ
れ
ら
の

資
料
を
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
用
意

し
、
新
た
な
企
画
を
練
っ
て
展
示
す
る
。

　

か
つ
て
戦
争
に
苦
し
ん
だ
村
は
今
、
自

ら
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
遺
す
誇
り
に
満

ち
て
い
る
。

次
の
百
年
へ 

新
し
い
米
百
俵

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業

長岡開府400年記念事業への
ご寄附をお願いします

●ご寄附のお申し込み・お問い合わせは事務局

長岡市政策企画課 開府400年記念事業推進室
TEL.0258-39-2395へお願いします。
口座名義 ： 長岡開府400年記念事業実行委員会
金融機関 ： 北越銀行長岡市役所支店　
口座番号 ： ２０２７２６２

長岡開府４００年記念事業実行委員会では、100年先
を見据えた「まちづくり、ひとづくり」を応援するため、未来
投資募金を募集しています。長岡が誇る米百俵の精神を
次代に継承するとともに、「新しい米百俵」と呼べる教育、
人材育成にむけた取り組みをすすめてまいります。
この事業の趣旨にご理解をいただき、ご支援・ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

　

い
よ
い
よ
長
岡
開
府
か
ら
四
百
年
の
節
目
の

年
を
迎
え
ま
し
た
。
百
年
に
一
度
の
「
未
来
を

切
り
開
く
、
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
の
新
た

な
ス
タ
ー
ト
」
を
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

記
念
式
典
は
五
月
二
十
七
日
に
開
催
し
ま

す
。
開
府
四
百
年
に
ふ
さ
わ
し
い
式
典
に
併
せ

て
、
著
名
人
に
よ
る
講
演
会
や
、
長
岡
の
歴
史
・

文
化
・
芸
能
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
ア
オ
ー
レ
長

岡
で
行
い
ま
す
。
大
手
通
り
で
は
、「
越
後
長

岡
五
十
六
ま
つ
り
」
も
同
日
開
催
の
予
定
。
一

体
と
な
っ
て
開
府
四
百
年
を
祝
い
ま
す
。

　

一
月
・
四
月
に
は
、
新
潟
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス

Ｂ
Ｂ
と
連
携
し
、
長
岡
藩
主
牧
野
家
の
ル
ー
ツ

の
地
、
愛
知
県
の
チ
ー
ム
と
「
長
岡
開
府
四
百

年
記
念
試
合
」
を
開
催
。
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
を
通

じ
て
若
い
世
代
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

　

市
民
参
加
の
事
業
や
記
念
グ
ッ
ズ
販
売
な
ど
、

長
岡
開
府
四
百
年
を
盛
り
上
げ
る
事
業
も
年
間

を
通
じ
て
続
々
と
実
施
。
長
岡
の
文
化
や
伝
統
、

精
神
性
を
見
つ
め
直
し
、
ふ
る
さ
と
に
愛
着
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
一
年
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

歴
史
的
に
つ
な
が
り
の
あ
る
福
島
県
会
津
若

松
市
と
愛
知
県
豊
川
市
の
市
長
が
長
岡
市
を
訪

れ
ま
し
た
。

　
「
平
成
三
十
年
は
戊
辰
戦
争
百
五
十
周
年
、

長
岡
開
府
四
百
年
の
節
目
の
年
。
こ
れ
を
機
に

　

四
代
忠
寿
公
は
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
慶
公

の
三
男
で
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
生
ま
れ
。

京
都
の
公
家
か
ら
正
室
厚
姫
（
廣
幡
豊
忠
従
一

位
内
大
臣
の
妹
）
を
迎
え
て
い
る
。
桜
田
門
勤

番
や
奏
者
番
を
務
め
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三

五
）
四
十
一
歳
で
没
し
た
。

現
代
に
生
き
る
牧
野
フ
ァ
ミ
リ
ー

　

十
年
前
会
津
若
松
で
「
戊
辰
戦
争
奥
羽
越
列

藩
同
盟
結
成
百
四
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
一
部
で
は
德
川

御
宗
家
十
八
代
德
川
恒
孝
様
な
ど
の
講
演
が

あ
っ
た
。
二
部
の
テ
ー
マ
は
「
我
が
藩
欺
く
戦

え
り
」
で
、
パ
ネ
リ
ス
ト
は
会
津
松
平
家
当
主

の
ご
長
男
、
桑
名
松
平
家
十
七
代
ご
当
主
、
仙

台
伊
達
家
十
八
代
ご
当
主
、
庄
内
酒
井
家
十
八

代
ご
当
主
、
米
沢
上
杉
家
十
六
代
ご
当
主
と
私

で
あ
っ
た
。
菅
家
会
津
若
松
市
長
を
交
え
て
各

当
主
は
熱
の
こ
も
っ
た
話
を
さ
れ
た
。

　

私
は
長
岡
藩
が
奥
羽
越
列
藩
の
義
の
同
盟
に

参
加
し
た
こ
と
、
河
井
継
之
助
の
小
千
谷
会
談
、

藩
風
の
義
の
精
神
、
長
岡
城
攻
防
戦
、
ガ
ト
リ

ン
グ
砲
や
新
式
銃
の
装
備
、
長
岡
城
奪
還
、
長

岡
藩
兵
は
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
こ
と
等
を
話
し

た
。
会
場
は
東
軍
参
戦
の
関
係
者
で
超
満
員
と

な
り
大
変
な
熱
気
で
あ
っ
た
。

箱書には我が祖忠辰朝臣訓戒のため製しむる。とある。京都香山作。
祖父忠篤が作らせた十分盃　

さ
ら
に
都
市
間
交
流
を
深
め
て
い
き
た
い
」
と

会
津
若
松
市
の
室
井
市
長
が
語
る
と
、
磯
田
市

長
は
「
四
百
年
は
未
来
を
見
据
え
た
重
要
な
年
。

三
大
学
一
高
専
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
関
係

で
会
津
大
学
と
の
連
携
な
ど
、
さ
ら
な
る
交
流

に
向
け
戊
辰
の
つ
な
が
り
を
活
か
し
て
い
き
た

い
」
と
応
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、豊
川
市
の
山
脇
市
長
と
磯
田
市
長
と
の

話
で
は
、こ
れ
ま
で
の「
う
な
ご
う
じ
祭
り
」
な

ど
の
交
流
を
は
じ
め
、
観
光
面
を
含
め
た
連
携

に
つ
い
て
、
意
見
を
交
換
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
ゆ
か
り
の
地
と
の
さ
ら
な

る
交
流
・
連
携
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

平成30年を迎えた消防出初式で、若鳶会の皆さんが
長岡開府400年をお祝いしてくれました。 （1月7日）

記念試合では新潟アルビレックスBBの選手が牧野家の家紋「三つ柏」入り特別デザ
インユニフォームを着用。強豪シーホース三河に今シーズン初勝利をおさめました。
 （1月28日）

磯田市長と意見を交わす豊川市の山脇実市長
（平成29年12月21日アオーレ長岡）

（左から）会津若松市の目黒正三郎議長、室井照平
市長、長岡市の磯田市長、牧野忠昌さん、丸山勝総
議長（平成29年11月20日アオーレ長岡）

記念式典で披露する書道パフォーマンスの打合
せをする市内高校書道部のみなさん 長谷川泰翁像　

北越戊辰戦争では長
岡の軍医だった長谷川
泰。医学者としての功
績を称えて、伝承館の
隣に像が建立された。

ジオラマ
八町潟（八丁沖）を中心にして
長岡の地形を再現したジオラ
マ。各地で起きた戦闘が臨場
感のある音声で解説される。

NIIGATA ALBIREX BB

ま
ぎ

は
ち
す

た
だ
な
が

そ
う
じ
ゃ
ば
ん

た
だ
と
き

つ
ね
な
り

か

ほ
ん
だ
や
す
よ
し

ひ
ろ
は
た
と
よ
た
だ

お
う
み

ぜ

ぜ

つ
ゆ

た
い
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執筆：石丸 千也（いしまる かずや）
長岡で美容室を経営し、自らスタイリストとしても活動中。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。

第8回

八十里越編

奥
会
津
只
見
、豊
か
な
自
然
と
長
岡
と
の

繋
が
り
の
あ
る
歴
史
に
見
て
感
じ
取
る

八十里越・古道入口
ここが河井継之助が傷を負いながらも越えてきた峠道である。
浅草岳登道でもあり、世界遺産級のブナ林がある。

この立て札を目印に観光すると只見町の観光が
面白くなること間違いなし。

只見町内に立つ戊辰戦争の標柱

長岡城落城後会津に向かう
途中傷の悪化で死去。
終焉の地として只見にある。

河井継之助の墓

八十里越え入口の関所跡。
おばあちゃんの家を思い出す
ような暖かみのある作りだ。

旧長谷部家住宅（叶津番所）

只見町の旧家に今も大切に保存されている。150
年という年月を感じさせないほど綺麗な状態だ。

牧野忠訓公と姫君が使用した布団

No.8

開
府
四
百
年
の
あ
ゆ
み

い
ま
か
ら
一
〇
一
年
前

北
越
戊
辰
戦
争
の
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
た

戊
辰
戦
役
五
十
年
慰
霊
祭

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
五
月
十

九
日
に
阪
之
上
尋
常
小
学
校
を
会
場
に

し
て
戊
辰
戦
役
五
十
年
慰
霊
祭
が
と

り
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
は
ま
さ
に
五
十

年
前
、
長
岡
城
が
落
城
し
た
日
。
翌
日

に
長
岡
開
府
三
百
年
祭
を
控
え
、
旧
藩

関
係
者
が
数
多
く
長
岡
に
集
ま
っ
た
。

参
列
者
は
旧
長
岡
藩
主
牧
野
家
の
十

五
代
当
主
牧
野
忠
篤
、
河
井
継
之
助

の
甥
の
根
岸
錬
次
郎
や
河
島
良
温
長

岡
市
長
な
ど
お
よ
そ
一
五
〇
〇
人
が
故

人
を
偲
ん
だ
。

　

そ
の
前
年
の
大
正
五
年
（
一
九
一
六

年
）
六
月
十
八
日
に
は
、
長
岡
で
の
慰

霊
祭
に
帰
郷
で
き
な
い
在
京
者
の
た
め

式典には来賓のほか阪之
上小学校の児童などをあ
わせて2,000人も祭壇に
拝礼をした。

戊辰戦役五十年祭場
（坂之上校）（右）

慰霊祭は神式と仏式で営
まれた。宗派ごとに追悼法
要の時間を設けられ読経
の声が響いた。（下左右）

長岡藩戊辰戦死者五十年祭の際に
藩士遺族や従軍者、式典の出席者
に配布された。慶応3年11月25日に
第12代藩主牧野忠訓が河井継之
助らと江戸藩邸を出発し、上京する
場面から始まる。

戊辰戦争始末全

済海寺にて戊辰殉難者五
十回忌法要の際に配布さ
れた。戦死者の氏名と長岡
城下図を綴った小冊子。

舊長岡藩 戊辰戦難忠死録

済海寺での五十回忌法要
の概要をまとめ、参列者の
名簿と戦死者との続柄が書
かれている。藩士代表稲垣
林四郎の弔辞には戦死者を
偲びながらも、賊名を受け
た憤りが込められている。

舊長岡藩戊辰殉難者
五十回忌法会録

　

長
岡
か
ら
二
時
間
、
山
々
を
越
え
田
子

倉
湖
を
眺
め
た
先
に
奥
会
津
只
見
が
あ
る
。

向
か
う
に
は
六
十
里
越
と
言
う
長
岡
〜
只

見
の
最
短
ル
ー
ト
が
あ
る
が
、
昔
は
八
十

里
越
と
言
う
三
条
〜
只
見
ル
ー
ト
が
あ
っ

た
。
実
際
に
は
八
里
程
し
か
無
い
が
歩
く

人
達
が
谷
あ
り
沢
あ
り
の
難
所
で
険
し
き

道
と
言
い
八
十
里
越
と
い
う
名
称
に
な
っ

た
ら
し
い
。
そ
の
八
十
里
越
に
は
長
岡
藩

と
只
見
の
絆
の
物
語
が
あ
る
。

　

只
見
町
と
言
え
ば
河
井
継
之
助
記
念
館
や

継
之
助
の
墓
、
そ
し
て
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー

ク
に
も
登
録
さ
れ
た
国
内
最
大
級
の
ブ
ナ
林

が
あ
る
。
今
回
は
八
十
里
越
チ
ャ
レ
ン
ジ
で

叶
津
番
所
か
ら
歩
き
た
い
と
思
う
。

　

し
か
し
生
憎
の
雨
！？
そ
こ
で
只
見
と
言
え

ば
こ
の
方
、
只
見
町
ブ
ナ
セ
ン
タ
ー
長
の
新

国
勇
氏
登
場
で
町
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

　

只
見
町
に
入
る
と
至
る
所
に
立
札
が
立
て

て
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
丹
羽
族
ゆ
か
り
の
場

所
が
あ
る
。
丹
羽
は
長
岡
落
城
後
に
八
十

里
越
を
越
え
て
く
る
数
千
人
の
長
岡
藩
士

や
そ
の
家
族
達
の
食
料
の
確
保
に
努
め
た

が
、
農
民
達
に
そ
の
余
力
は
な
く
困
難
を

き
わ
め
た
。
責
任
を
と
っ
て
丹
羽
は
自
刃

す
る
が
、
そ
の
忠
義
に
心
を
打
た
れ
た
農

民
た
ち
は
種
籾
ま
で
差
し
出
し
た
そ
う
だ
。

　

ど
ん
な
気
持
ち
で
種
籾
を
差
し
出
し
、

ど
ん
な
気
持
ち
で
そ
れ
を
頂
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
只
見
町
の
方
々
の
優
し
さ
と
、

丹
羽
の
正
義
感
、
こ
の
絆
を
長
岡
の
人
々

は
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

米
百
俵
の
精
神
は
長
岡
で
受
け
継
が
れ

て
い
る
が
、
こ
の
長
岡
人
の
命
を
救
っ
た

尊
い
米
が
な
け
れ
ば
今
の
長
岡
も
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か…

牧
野
家
菩
提
所
で
あ
る
済
海
寺
に
て
戊

辰
殉
難
者
五
十
回
忌
法
要
が
営
ま
れ
て

い
た
。
参
列
者
は
お
よ
そ
一
八
〇
人
。

い
ず
れ
の
式
典
に
も
戦
没
者
の
名
を
残

す
べ
く
、
参
列
者
に
冊
子
が
配
布
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
冊
子
は
今
も
図
書
館
で

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

に  

わ 

や
か
ら

あ
い
に
く

に
っ

く
に
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「
紅
屋
重
正
」は
一
八
〇
五
年（
文

化
二
年
）
創
業
、
長
岡
藩
御
用
達

の
老
舗
和
菓
子
店
で
あ
る
。
こ
ち
ら

の
看
板
商
品
『
大
手
饅
頭
』
は
、

お
酒
が
仄
か
に
香
る
皮
に
小
豆
と
黒

糖
の
こ
し
餡
を
包
み
、
ふ
っ
く
ら
と

蒸
し
上
げ
た
酒
饅
頭
。
長
岡
市
民

の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
だ
。
一
八
六
〇
年

　

藩
主
牧
野
家
に
よ
る
開
府
か
ら

四
百
年
、
戊
辰
戦
争
か
ら
百
五
十

年
の
節
目
を
同
時
に
迎
え
、
観
光

客
を
歓
迎
す
る
ム
ー
ド
が
急
上
昇

す
る
長
岡
市
。
そ
こ
で
、
歴
史
に

ち
な
ん
だ
お
土
産
を
見
て
み
る
。

　

長
岡
駅
前
の
大
手
通
沿
い
、
市

の
複
合
施
設
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル
プ
ラ

ザ
ア
オ
ー
レ
長
岡
の
隣
に
「
ま
ち

な
か
観
光
プ
ラ
ザ
」
が
あ
る
。
観

光
ス
ポ
ッ
ト
か
ら
宿
泊
、
交
通
ま

で
、
総
合
的
な
観
光
案
内
を
提
供

す
る
施
設
だ
。
そ
こ
で
は
、
地
場

産
業
を
活
か
し
た
特
徴
的
な
商
品

が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も

こ
の
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
に
長
岡

を
訪
ね
る
歴
史
フ
ァ
ン
に
お
薦
め

な
の
は
、
牧
野
家
の
御
紋
が
入
っ

た
商
品
だ
。
藩
主
ゆ
か
り
の
蔵
の

地
酒
、
十
七
代
当
主
の
筆
に
よ
る

藩
是
「
常
在
戦
場
」
の
ト
ー
ト
バ
ッ

グ
な
ど
が
新
し
く
登
場
し
た
。

ながおか
ROOTSな話

紅
屋
重
正
の『
大
手
饅
頭
』

開
府
四
百
年
の

お
土
産

長
岡
藩
の
兵
糧
に

固
パ
ン
あ
り

百
年
に
一
度
の
記
念
に

まちなか観光プラザ　長岡市大手通1-4-11
TEL.0258-31-5202

紅屋重正　長岡市表町1-10-35
TEL.0258-32-1456

　

卓
上
カ
レ
ン
ダ
ー
に
は
、
長
岡

城
の
シ
ン
ボ
ル
「
御
三
階
」
の
櫓

が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
。
定
番
の
手

ぬ
ぐ
い
で
は
、「
米
百
俵
」
の
プ
リ

ン
ト
が
贈
り
物
と
し
て
も
人
気
。

そ
し
て
何
と
言
っ
て
も
、
幕
末
の

藩
家
老
河
井
継
之
助
は
外
せ
な
い
。

　

旅
の
思
い
出
の
品
と
し
て
、
さ

ら
に
は
百
年
単
位
の
歴
史
イ
ベ
ン

ト
の
記
念
と
し
て
、
長
岡
の
歴
史

に
ち
な
ん
だ
逸
品
の
登
場
に
ご
注

目
い
た
だ
き
た
い
。

©
次号予告／牧野忠精のルネサンス

越後長岡ROOTS400 第8号　北越戊辰戦争の見直し

頃
、
長
岡
藩
十
代
藩
主
・
牧
野
忠
雅

の
依
頼
を
き
っ
か
け
に
、京
都
の
『
虎

屋
饅
頭
』
の
製
法
を
学
ん
だ
二
代

目
小
出
庄
松
が
藩
主
納
得
の
酒
饅

頭
を
完
成
さ
せ
た
。
店
が
長
岡
城

の
大
手
門
前
だ
っ
た
の
で
『
大
手
饅

頭
』
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
製
法

は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。

　

一
八
六
六
年
、
十
一
代
藩
主
・

忠
恭
が
第
二
次
長
州
征
伐
で
大
坂

出
陣
の
際
、
紅
屋
は
兵
糧
と
し
て
、

蒸
し
た
も
ち
米
を
干
し
て
粗
め
に
ひ

い
た『
道
明
寺
粉
』
三
十
斤
を
献
上
。

さ
ら
に
、
二
年
後
の
戊
辰
戦
争
で
は

兵
糧
方
を
命
じ
ら
れ
、
大
手
饅
頭

の
材
料
で
あ
る
小
麦
粉
で
「
固
パ
ン
」

を
作
っ
て
納
入
し
た
と
い
う
。

　

パ
ン
は
鉄
砲
と
共
に
種
子
島
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
船
か
ら
の
伝
来
品
。
長
岡

藩
に
は
戊
辰
戦
争
時
、
ガ
ト
リ
ン
グ

砲
だ
け
で
な
く
パ
ン
も
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
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