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凡例

・『長岡開府四〇〇年のあゆみ』は、平成30年（2018）の長岡開府400年を記念して、長岡市域の主な歴史と文化を年表と図版などで紹介する。
・本文の記述は、原則として常用漢字および現代かなづかいを使用したが、固有名詞や専門用語については、必ずしもこの原則によるもので
はない。

・年号の表記は、原則として和暦を用い、適宜西暦を（　）で併記した。
・読みにくい固有名詞や歴史用語は、必要に応じてふりがなを付した。
・本文中には、差別的な用語や表現を使用している場合もあるが、これは史実に基づいて客観的に研究する立場から使用したもので、これら
の差別を容認するものではない。

・人物に対する敬称・敬語は、原則として省略した。外国人名はカタカナで記した。
・�本書の性格上、必要な場合を除き、本文中には具体的な根拠を示さなかった。主な参考文献は、巻末に示した。

表紙説明

水島爾保布画「昔の長岡十二ヶ月の中�六月�蔵王大祭囃屋台」の図
（長岡市立中央図書館所蔵）

江戸時代、旧暦の6月15日は蔵王大祭で長岡の町は賑わった。この
図は前日の6月14日の蔵王大祭宵祭に長岡18か町から繰り出される
なかの神田町のひときわ目立つ大船屋台を描いたもの。
図中の帆船形が特徴でなかに神田囃子を奏でる氏子が乗っていた。
神田の大船屋台は翌15日の大祭の際には18か町の先頭となって、
大手門から長岡城内に入った。見物の武士、農民、町人たちが一緒
に祭を楽しむ様子が描かれている。
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長
岡
開
府
四
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
の
発
行
に
よ
せ
て

私
を
含
め
皆
様
は
ふ
る
さ
と
の
ほ
ん
と
う
の
姿
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
自
然
や
歴
史
・
市
民

生
活
・
民
具
・
民
俗
・
産
業
考
古
な
ど
に
隠
れ
た
美
し
さ
が
、
充
満
し
て
い
る
ふ
る
さ
と
を
。

私
た
ち
の
住
む
信
濃
川
中
流
域
の
悠
久
の
大
地
を
ふ
る
さ
と
と
称
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
住

ん
だ
私
た
ち
の
祖
先
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
恵
を
駆
使
し
て
創
造
を
生
み
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

平
和
も
戦
争
も
、
災
害
の
受
難
も
亨
受
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
人
の
個
性
も
無

意
識
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
く
み
る
と
、
隠
さ
れ
た

個
性
が
長
岡
の
歴
史
や
生
活
の
な
か
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。

今
年
は
開
府
四
百
年
で
す
。
戦
国
武
将
の
牧
野
氏
が
入
封
し
て
、
い
ま
ま
で
息
づ
い
て
き
て

い
た
城
下
町
に
常
在
戦
場
の
精
神
を
根
づ
か
せ
て
い
ま
す
。
サ
ム
ラ
イ
も
農
民
も
商
人
た
ち

も
、
そ
の
価
値
観
で
生
活
を
創
造
さ
せ
て
く
ら
し
て
き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
江
戸
期
に
お

け
る
長
岡
の
産
業
都
市
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、
常
在
戦
場
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と

い
っ
て
過
言
で
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
人
づ
く
り
教
育
の
米
百
俵
の
精
神
や
互
尊
思
想
は
、
戦
災
や
天
災
を
乗
り
越
え

て
き
た
長
岡
の
人
び
と
の
魂
と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

近
隣
の
市
町
村
と
合
併
を
く
り
か
え
し
、
地
域
の
宝
が
長
岡
に
入
っ
て
く
る
た
び
に
、
長
岡

の
文
化
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
異
な
っ
た
個
性
が
交
じ
り
合
い
新
し
い
共
生
が
始
ま
り
ま

す
。
矛
盾
を
同
居
さ
せ
た
文
化
は
、
多
様
性
を
生
ん
で
い
ま
す
。
　

こ
の
よ
う
に
新
し
い
思
想
を
創
り
出
し
て
き
た
長
岡
の
人
び
と
の
本
当
の
姿
を
、
二
〇
一
八

年
に
長
岡
に
住
む
人
び
と
は
知
っ
て
誇
り
に
思
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
ふ

る
さ
と
を
創
っ
て
き
た
人
び
と
の
祖
霊
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
小
誌
は
長
岡
の
歴
史
を
学
ぼ
う
と
す
る
若
者
た
ち
が
手
づ
く
り
で
編
ん
だ
も
の
で
す
。

図
版
と
簡
潔
な
説
明
で
、
開
府
四
百
年
の
記
念
誌
に
し
よ
う
と
志
し
た
も
の
で
す
。

技
術
革
新
が
急
速
に
進
展
す
る
現
在
、
世
の
中
の
何
が
変
化
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
の
か
、
私
た
ち
が
し
っ
か
り
と
把
握
し
な
が
ら
、
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

米
百
俵
の
精
神
が
息
づ
く
長
岡
と
し
て
、
次
の
百
年
を
作
り
出
す
人
材
と
産
業
を
育
成
す

る
と
と
も
に
、
将
来
の
た
め
の
投
資
を
「
新
し
い
米
百
俵
」
と
し
て
積
極
的
に
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

未
来
を
切
り
開
く
若
者
た
ち
と
そ
れ
を
支
え
て
く
れ
る
市
民
の
皆
様
の
勇
気
と
知
恵
を
も
っ

て
、
次
の
百
年
に
向
け
て
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
き
り
ま
し
ょ
う
。

本
書
の
発
刊
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
五
月

�

長
岡
開
府
四
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
　
会
長
　
磯
田
　
達
伸

5 4


	開府400年冊子0626【HP用-01-05】_PPP

