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新
指
定
の
文
化
財

「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し

た

ぎ衣
（
肌は

だ
じ
ゅ
ば
ん

襦
袢
）」
を
め
ぐ
っ
て
〈
そ
の
６
〉

(

最
終
回)

　

　
　
　
　
　
　
　

１
．
徳と

く
と
み富

蘇そ
ほ
う峰

と
は

　
文
久
３
年
（
１
８
６
３
）
に
肥
後
国
上か

み

益ま
し
き
ぐ
ん

城
郡
杉
堂
村
（
現　
熊
本
県
上
益
城
郡

益ま
し
き
ま
ち

城
町
上か

み
じ
ん陳
）
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
32
年

（
１
９
５
７
）
に
94
歳
で
没
。

　
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
日
本
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
思
想
家
、
歴
史
家
、
評

論
家
。『
國こ

く
み
ん民

新
聞
』を
主
宰
し
、大
著『
近

世
日
本
國
民
史
』
百
巻
を
著あ

ら
わし

た
こ
と
で

知
ら
れ
ま
す
。
蘇
峰
は
号
で
、
本
名
は
猪い

一い
ち
ろ
う郎

。
筆
名
は
菅す

が
わ
ら原

正し
ょ
う
け
い敬

な
ど
。

２
．
蘇
峰
の
箱
書
き
か
？

　
昭
和
癸

み
ず
の
と
と
り酉は

昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）

で
蘇
峰
は
70
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
早
春
に
徳
富
蘇
峰
が
西
尾
家
を
訪
れ

た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
日
記
な
ど
直
接

の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
訪
れ
た
可
能

性
は
十
分
に
あ
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

　
蘇
峰
は
著
書
『
近
世
日
本
國
民
史
』
全

百
巻
の
う
ち
計
４
巻
を
割
い
て
天て

ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

誅
組
の

変
や
尊そ

ん
の
う
じ
ょ
う
い

王
攘
夷
論
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
『
國
民
新
聞
』
の
連
載
を

元
に
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
昭
和
７
年

〜
８
年
頃
に
起
稿
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
時
期
は
合
致
し
ま
す
。

　
徳
富
蘇
峰
記
念
館
の
学
芸
員
に
よ
れ
ば
、

箱
書
き
の
字
に
つ
い
て
は
「
ま
さ
に
蘇
峰

の
筆
使
い
と
思
う
」
と
さ
れ
、
蘇
峰
の
筆

名
で
少
し
改
ま
っ
た
際
に
使
用
す
る
「
菅

正
敬
」
の
署
名
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、
徳

富
蘇
峰
の
箱
書
き
に
間
違
い
な
い
、
と
さ

れ
ま
し
た
。

３
．
箱
書
き
の
経
緯
と
性
格

　
箱
書
き
は
箱
の
中
の
作
品
を
保
証
す
る

も
の
で
す
が
、
2
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
「
共と

も
ば
こ箱

」
で
、
作
者
が
題
名
な
ど
を
記

し
て
署
名
や
押
印
を
し
「
こ
の
箱
に
は
自

分
の
作
品
が
入
っ
て
い
る
」
と
い
う
証
明

を
す
る
も
の
で
す
。
一
方
、「
極き

わ

め
箱ば

こ

」
は

持
ち
主
の
依
頼
に
よ
り
、
後の

ち

の
人
（
子
孫

や
そ
の
道
の
権
威
）
が
箱
の
中
身
の
作
品

を
鑑
定
し
た
結
果
を
記
し
た
も
の
で
、
真

の
品
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
を
「
極
め
を

す
る
」
と
言
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
こ
の
箱
書
き
は
、
西
尾
家
を
訪

れ
た
蘇
峰
が
真
に
吉
村
虎
太
郎
の
襯し

た
ぎ衣

で

あ
る
こ
と
の
極
め
を
し
た
も
の
で
す
。

　

箱
書
き
の
蓋ふ

た
う
ら裏

に
も
見
え
る
「
襯
衣
」

は
、
指
南
書
に
お
い
て
鎧よ

ろ
い
し
た下
に
着
る
襯
衣

全
般
を
指
す
際
の
特
殊
な
用
語
で
し
た
か

ら
、
蘇
峰
は
そ
の
方
面
に
も
造ぞ

う
け
い詣

が
深
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新

聞
連
載
を
す
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
天
誅
組

に
関
す
る
知
識
も
豊
富
で
し
た
。

　

蘇
峰
が
極
め
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

肌は
だ
じ
ゅ
ば
ん

襦
袢
が
指
南
書
ど
お
り
の
無む

そ
で袖

で
あ
る

こ
と
や
、
墨ぼ

く
し
ょ書

で
は
本
人
以
外
に
は
俄に

わ
かに

は
知
り
得
な
い
「
重し

げ
さ
と郷

」
の
署
名
、「
𡈽
」

浪
士
と
記
す
拘こ

だ
わり
、
岳が

く
ひ飛
の
故
事
と
虎
太

郎
の
母
の
事
な
ど
の
証
拠
が
一
瞬
で
思
い

起
こ
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、

蘇
峰
は
傑
出
し
た
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
勤き

ん
の
う王

の
志し

し士
に
関
す
る
言
論
活
動

を
盛
ん
に
行
い
ま
す
が
、
蓋
裏
に
「
吉
村

重
郷
先
生
」
と
あ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け

虎
太
郎
に
対
す
る
思
い
入
れ
に
は
強
い
も

の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
蘇
峰

の
生
年
は
文
久
３
年
で
そ
れ
は
偶
然
に
も

天
誅
組
の
変
の
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
た
年
で
も
あ
り
ま

し
た
。
つ
ま
り
昭
和
癸
酉
は
虎
太
郎
没
後

70
年
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
強
い
縁え

に
しを

感

じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
「
吉
村
虎

太
郎
の
襯
衣
（
肌
襦
袢
）」
の
極
め
を
す
る

の
に
相ふ

さ
わ応

し
い
人
物
は
徳
富
蘇
峰
を
お
い

て
他
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
本
人

も
そ
れ
を
自
認
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ

た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
蓋ふ

た
こ
う甲
に
お
け
る

「
盡じ

ん
ち
ゅ
う忠

報ほ
う
こ
く國

」
の
雄ゆ

う
こ
ん渾

な
筆
致
は
、
そ
の
自

負
の
顕
現
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

４
．
蓋
裏
の
「
血
染
」
は
誤
解

　
蓋
裏
の
箱
書
き
に
「
血ち

ぞ
め
の
し
た
ぎ

染
襯
衣
」
と
あ

り
ま
す
。
吉
村
虎
太
郎
は
高
取
城
夜
襲
時

に
銃
創
を
負
い
ま
す
が
、
そ
の
箇
所
に
つ

い
て
は
、
①
吉
村
自
身
が
語
っ
た
記
録
と

し
て
、「
砲
丸
胸
脇
か
ら
背
後
へ
射
抜
け

た
り
。」と
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、②「
腹
部
」

で
あ
っ
て
、
当
該
肌
襦
袢
の
左
前
身み

ご
ろ頃

に

あ
る
穴
を
そ
の
痕こ

ん
せ
き跡

と
す
る
伝
承
、
③
一

説
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
内う

ち
ま
た股

」
を
妥

当
と
す
る
著
作
の
３
説
が
あ
り
ま
す
。
①

と
②
は
肌
襦
袢
に
痕
跡
が
な
い
か
、
も
し

く
は
不
明
瞭
で
、
こ
の
箇
所
に
被
弾
し
た

場
合
に
は
重じ

ゅ
う
と
く篤

な
状
態
に
陥お

ち
いる

と
見
ら
れ

る
こ
と
が
疑
問
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
対
し
て
③
に
つ
い
て
は
、
吉
村
は
被
弾

後
、
背
負
わ
れ
て
退
却
し
て
い
る
こ
と
、

翌
日
に
は
本
隊
に
合
流
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
後
の
移
動
は
専も

っ
ぱら
駕か

ご籠
や
モ
ッ
コ
に

依よ

っ
て
お
り
、
破
傷
風
を
発
症
し
て
歩
行

で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
最
も

妥
当
性
が
高
い
も
の
と
み
ら
れ
ま
し
た
。

　
検
証
の
た
め
専
門
研
究
機
関
に
血
液
反

応
検
査
を
依
頼
し
ま
し
た
。
や
は
り
血
液

反
応
は
無
い
と
鑑
定
さ
れ
、
③
の
内
股
が

確
定
的
と
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て「
血
染
」

は
誤
解
と
な
り
ま
す
。

５
．
指
定
の
理
由（
指
定
書
よ
り
抜
粋
）

　
西
尾
家
に
お
い
て
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯

衣
（
肌
襦
袢
）」
を
収
め
る
た
め
に
設し

つ
ら

え

ら
れ
た
桐
箱
の
蓋
甲
と
蓋
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
、

徳
富
蘇
峰
に
よ
る
箱
書
き
が
あ
る
。

　
漢
文
調
に
格
調
高
く
箱
書
き
の
な
さ
れ

た
極
め
箱
で
あ
り
、
当
時
を
代
表
す
る
知

識
人
の
造
詣
の
深
さ
も
示
す
歴
史
資
料
と

し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

■
問
い
合
わ
せ

　
文
化
財
課 
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８


