
16広報 御 所  2017(平成29)年4月号

１
．
は
じ
め
に

　
平
成
29
年
３
月
１
日
付
で
御
所
市
指
定

文
化
財
第
７
号
と
し
て
「
吉
村
虎
太
郎
の

襯し
た
ぎ衣

（
肌
襦
袢
）」
を
指
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
肌は

だ
じ
ゅ
ば
ん

襦
袢
は
、
御
所
市
大
字
重へ

い
さ
か阪

の

西
尾
家
に
「
吉
村
虎
太
郎
の
肌
襦
袢
」
と

し
て
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

現
在
は
寄
託
資
料
と
し
て
御
所
市
教
育
委

員
会
が
保
管
し
て
い
ま
す
。
指
定
に
あ
た

り
検
討
し
た
結
果
、
多
く
の
興
味
深
い
事

実
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
６
回

に
わ
た
り
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
な
お
、
吉
村
虎
太
郎
は
今
か
ら
１
５
４

年
前
、
幕
末
も
押
し
詰
ま
っ
た
文
久
３
年

（
１
８
６
３
）に
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
た「
天て

ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

誅
組
の
変
」

で
総
裁
を
務
め
た
中
心
人
物
で
す
。

２
．
指
定
の
理
由

　

（
指
定
書
よ
り
抜
粋
）

　
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し

た
ぎ衣

（
肌
襦
袢
）」
は
、
天
誅
組

の
高
取
城
夜や

し
ゅ
う襲

時
の
拠
点

と
な
り
、
ま
た
、
吉
村
虎

太
郎
が
銃じ

ゅ
う
そ
う創

の
治
療
の
た

め
に
一
時
滞
在
し
た
重
阪

村
（
御
所
市
大
字
重
阪
）
の

庄
屋
、
西
尾
清せ

い
え
も
ん

右
衛
門
宅

に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

激
動
の
時
代
を
駆
け
抜

け
た
、
傑
出
し
た
人
物

の
来
歴
明
ら
か
な
遺
品
で

あ
る
と
と
も
に
、
実
際
に

鎧よ
ろ
い
し
た下
に
着
用
し
て
い
た

襯し
た
ぎ衣

（
肌
着
）
の
唯
一
の

現
存
例
と
し
て
も
貴
重
で

あ
る
。

　

流
麗
な
筆
運
び
の
「
盡じ

ん
ち
ゅ
う
ほ
う
こ
く

忠
報
國
」
の

墨ぼ
く
し
ょ書

と
あ
わ
せ
て
本
件
は
、
そ
の
時
代
の

動
勢
と
思
想
的
背
景
を
彷ほ

う
ふ
つ彿

さ
せ
る
歴
史

資
料
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

３
．
肌
襦
袢
の
構
造

　
こ
の
肌
襦
袢
（
図
１
）
の
基
本
的
な
構

造
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
ま
す
。

○
現
状　
半
襦
袢
（
無む

そ
で袖

）

○
寸
法　
肩
幅
54
㎝　
身み

の

丈た
け

68
㎝

○
材
質　
本
体
は
白し

ろ
さ
ら
し晒
麻ま

ふ布（
あ
さ
ぬ
の
）。

通と
お
し

衿え
り（
上
か
ら
下
端
ま
で
通
し
て
あ
る
衿
）

は
木も

め
ん綿

。
掛か

け

衿え
り

（
通
衿
の
上
に
縫ぬ

わ
れ
る

飾
り
の
衿
）
は
白し

ら
ぎ
ぬ絹

。

○
構
造　
一
般
的
な
作
り
の
半
襦
袢
で
２

枚
の
麻あ

さ
ぬ
の布

を
背せ

ぬ縫
い
し
て
い
ま
す
。
裾す

そ

は

裁た

ち
目
が
解ほ

つ

れ
な
い
よ
う
に
、
裾
を
少
し

内
側
に
巻
き
込
み
、
重
な
っ
た
状
態
で
縫

い
つ
け
る
、
三み

つ
折お

り

絎く
け

と
い
わ
れ
る
一
般

的
な
手
法
で
始し

ま
つ末

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
脇わ

き
ぬ縫
い
は
裾
か
ら
24
㎝
の
み
で
、
そ
れ

よ
り
上
は
身み

や
つ
く
ち

八
口
（
脇わ

き
あ
け開

）
と
な
り
、
身

八
口
丈た

け

は
13
㎝
程
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
袖そ

で

は
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
衿
は
木
綿
の
通
衿
の
上
に
白
絹
の
掛
衿

を
縫
い
つ
け
て
い
ま
す
。

４
．
肌
襦
袢
の
特
徴

　
こ
の
肌
襦
袢
は
、
現
状
で
は
無
袖
の
半

襦
袢
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
左
前ま

え
み
ご
ろ

身
頃

（
装
着
状
態
の
左
前
）で
１
箇
所（
図
２
）、

右
前
身
頃
で
は
３
箇
所
で
袖
の
縫ぬ

い

糸い
と

が

残
っ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
元
は
広ひ

ろ
そ
で袖

（
一
般
的
な
広
く
大

き
な
袖
）
で
あ
っ
た
の
を
、
敢あ

え
て
外
し

て
無
袖
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
後
面
（
背
）
に
は
「
盡
忠
報
國　
𡈽
浪

士　
吉
村
重
郷
」と
墨
書
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
盡じ

ん
ち
ゅ
う
ほ
う
こ
く

忠
報
國
」
は
「
忠
義
を
尽
く
し
て

祖
国
の
恩
に
報
い
る
」
の
意
で
す
。

　
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
中
国
の
故
事
と
し
て

は
『
宋
史
』
に
伝
え
る
も
の
、
す
な
わ

ち
、
南
宋
の
名
将 

岳が
く
ひ飛

（
一
一
〇
三
～

一
一
四
二
）
が
出し

ゅ
っ
せ
い征

に
あ
た
り
、
年
老
い

た
母
を
案
じ
て
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇

し
て
い
た
と
こ
ろ
、

母
に
「
盡
忠
報
國
」
と
背
に
刺い

れ
ず
み青

を
入
れ

ら
れ
、「
私
の
こ
と
は
心
配
い
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
は
祖
国
存
亡
の
危
機
に
当
た
り
、

義
勇
軍
と
し
て
出
征
し
な
さ
い
。」
と
促

う
な
が

さ
れ
た
故
事
が
有
名
で
す
。

　
次
の
「
𡈽
浪
士
」
は
「
土と

さ佐
浪ろ

う
し士
」
で
、

吉
村
虎
太
郎
は
当
時
二
度
目
と
な
る
脱だ

っ
ぱ
ん藩

を
し
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
署
名
の
「
吉
村
重し

げ
さ
と郷

」
は
虎
太

郎
の
諱い

み
な（
生
前
の
本
名
）
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　
文
化
財
課

☎
60
・
1
6
0
8

　
新
指
定
の
文
化
財

「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し

た

ぎ衣
（
肌
襦
袢
）」
を
め
ぐ
っ
て
〈
そ
の
１
〉

(

連
載
全
6
回)
連
載
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て　
　
　
　
　
　
　

図１　吉村虎太郎の襯
し た ぎ

衣（肌襦袢）
西尾貞範氏蔵

図 2　左前身頃の袖の縫糸
の残存状況
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