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伊
藤
う
た
は
、１
８
６
８（
明
治
元
）年
、巨

摩
郡
穴
山
村（
現
・
韮
崎
市
）に
、守
屋
真
清
・

よ
し
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。穴
山
尋
常

小
学
校
を
卒
業
後
、神
職
で
あ
る
父
の
教

え
を
受
け
て
半
年
ほ
ど
過
ご
し
、１
８
８
０

（
明
治
13
）年
、甲
府
の
山
梨
県
女
子
師
範
学

校
へ
入
学
し
、寄
宿
舎
生
活
を
始
め
た
。ハ
キ

ハ
キ
と
し
た
話
し
ぶ
り
と
明
朗
な
性
格
で

誰
か
ら
も
好
か
れ
た
と
い
う
。

　
１
８
８
３（
明
治
16
）年
、山
梨
県
師
範
学

校
附
属
女
子
師
範
学
校
を
卒
業
。そ
の
後
２

年
間
、山
梨
女
学
校
の
裁
縫
教
員
関
口
ふ
く

の
下
で
、指
導
を
受
け
た
。

　
１
８
８
８（
明
治
21
）年
、20
歳
に
な
っ
た

う
た
は
、同
じ
村
の
裕
福
な
農
家
の
長
男 

伊
藤

又
六
と
結
婚
。二
男
二
女
に
恵
ま
れ
、家
事
や

育
児
に
忙
し
く
も
幸
せ
な
日
々
を
送
って
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、結
婚
９
年
目
の
夏
、夫
が
急

逝
。田
畑
、家
屋
敷
な
ど
、相
応
の
財
産
は
残

さ
れ
た
も
の
の
、４
人
の
子
ど
も
を
抱
え
て

生
き
て
い
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
く
、

養
蚕
、畑
打
ち
、肥
料
運
び
、草
履
や
草
鞋
作

り
と
、懸
命
に
働
い
た
。

　
そ
う
し
た
中
、う
た
は「
世
の
中
に
は
自

分
と
同
じ
よ
う
に
、夫
に
先
立
た
れ
る
女
性

が
た
く
さ
ん
い
る
。家
に
財
産
が
無
け
れ
ば

行
く
末
は
悲
惨
な
も
の
だ
。逃
れ
る
に
は
、自

ら
の
力
で
立
つ
し
か
な
い
の
に
、今
の
世
の
女

性
に
は
そ
の
力
が
欠
け
て
い
る
。せ
め
て
娘
時

代
に
裁
縫
の
技
能
だ
け
で
も
十
分
に
身
に
付

け
て
お
け
ば
、子
ど
も
を
養
い
独
力
で
生
き

て
い
け
る
」と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
や
が
て
そ
の
思
い
は「
学
校
を
建
て
、裁

縫
の
技
能
を
教
え
よ
う
。女
性
の
独
立
心
を

向
上
さ
せ
、不
幸
な
生
活
か
ら
抜
け
出
せ

る
力
を
養
っ
て
や
ろ
う
。そ
れ
こ
そ
が
、自
分

の
後
半
生
の
事
業
だ
」と
い
う
決
意
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
１
８
９
９（
明
治
32
）年
、う
た
は
熟
慮
の

末
、幼
い
子
ど
も
４
人
を
預
け
て
単
身
上

京
。東
京
裁
縫
女
学
校（
現
・
東
京
家
政
大

学
）で
裁
縫
と
作
法
を
修
業
し
直
す
と
、翌

年
、甲
府
市
代
官
町（
現
・
相
生
二
丁
目
）に

山
梨
裁
縫
学
校
を
開
校
し
た
。校
舎
は
借

宅
。校
長
に
は
同
市
太
田
町
の
稲
積
神
社
神

職
で
学
識
・
人
格
と
も
に
声
望
の
高
かっ
た
輿

石
守
郷
翁
を
迎
え
、自
ら
は
集
ま
っ
た
26
名
の

生
徒
を
前
に
教
壇
に
立
っ
た
。

　
う
た
の
理
想
は
職
業
と
し
て
の
裁
縫
で

あ
っ
た
た
め
、指
導
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
。

一
方
、遠
方
か
ら
集
ま
っ
た
生
徒
は
学
校
に
寄

宿
さ
せ
、愛
情
を
持
って
世
話
を
し
た
。尋
常

小
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
生
徒
に
と
っ

て
、う
た
は
師
で
あ
り
、母
親
で
も
あ
っ
た
。

　
１
９
１
１（
明
治
44
）年
、輿
石
校
長
の
逝

去
に
よ
り
校
長
に
な
る
と
、１
９
１
８（
大
正

７
）年
に
女
子
教
育
の
向
上
を
目
指
し
て

山
梨
実
科
高
等
女
学
校（
大
正
14
年
、甲
府

湯
田
高
等
女
学
校
と
改
称
。現
・
甲
斐
清
和

高
等
学
校
）を
、１
９
２
７（
昭
和
２
）年
に

は
、職
業
婦
人
を
養
成
す
る
甲
府
女
子
商

業
学
校
を
開
設
す
る
な
ど
、時
代
の
求
め
に

敏
感
に
対
応
し
な
が
ら
、女
子
教
育
の
基
盤

を
つ
く
り
上
げ
て
いっ
た
。

　
う
た
の
座
右
の
銘
は「
雪
中
梅
花
」。雪
の

中
、強
く
清
く
奥
ゆ
か
し
く
咲
く
一
輪
の
梅

の
花
。そ
の
精
神
を
折
に
触
れ
生
徒
に
説
い

た
と
い
う
。１
９
３
４（
昭
和
９
）年
、65
歳
で

生
涯
を
終
え
た
う
た
。決
意
通
り
女
子
教

育
と
共
に
生
き
た
半
生
で
あ
っ
た
。

　「
豊
か
な
生
活
能
力
を
持
つ
道
義
高
き

人
間
を
育
成
す
る
」と
い
う
、う
た
の
建
学

の
精
神
は
、男
女
共
学
と
な
っ
た
今
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
。

 

伊
藤
う
た

1906（明治39）年、甲府市湯田（旧・湯田町）に新校舎を建設。
穴山村伊藤家の住宅や蔵を解体して資材とした
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後
は
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縫
を
修
め
る
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と
の
死
別
が
生
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だ

女
子
教
育
へ
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熱

山
梨
の
女
子
教
育
の
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を
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く
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ふれあい

裁縫教室の様子（昭和12年）

〈
取
材
協
力
〉
甲
斐
清
和
高
等
学
校    〈
記
事
監
修
〉
山
梨
大
学 

名
誉
教
授
　齋
藤
康
彦

も
り
さ
と

わ
ら 

じ

未
来
を
切
り
拓
い
た
郷
土
の
誇
り

やまなしの
偉人たち

17

「
女
に
教
育
は
要
ら
な
い
」と
い
う
風
潮
の
残
る
明
治
後
半

自
ら
の
境
遇
か
ら
女
子
教
育
の
必
要
性
を
確
信
し

「
山
梨
裁
縫
学
校
」を
創
立
し
た
伊
藤
う
た
。

裁
縫
と
作
法
を
教
え
る
傍
ら

私
財
を
投
じ
て
高
等
女
学
校
な
ど
の
開
設
に
も
尽
力
。

揺
る
ぎ
な
い
信
念
で
、山
梨
の
女
子
教
育
の
基
盤
を
築
い
た
。

ひ 

ら

せ
い
か
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