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伊 

藤 
 

洋 

古

典

落

語

に

は

、

賢

い

女

房

と

少

々

ボ

ー

っ

と

し

た

亭

主

と

い

う

お

か

し

な

夫

婦

が

よ

く

登

場

す

る

。
た

と

え

ば

、

酒

癖

の

悪

い

棒

振

り

の

魚

屋

が

、

女

房

に

だ

ま

さ

れ

て

断

酒

し

、

つ

い

に

店

持

ち

の

魚

屋

主

人

に

成

功

す

る

人

情

話

『

芝

濱

』
。

商

才

の

全

く

無

い

古

道

具

屋

が

、

か

か

あ

天

下

の

女

房

に

く

さ

さ

れ

な

が

ら

も

、

間

違

っ

て

仕

入

れ

た

汚

い

太

鼓

が

「

世

に

二

つ

」

と

い

う

国

宝

級

の

名

器

だ

っ

た

こ

と

か

ら

大

儲

け

す

る

、

五

代

目

古

今

亭

志

ん

生

き

わ

め

つ

き

の

『

火

焔

太

鼓

』
。

吉

原

の

女

郎

あ

が

り

の

し

っ

か

り

女

房

に

風

俗

営

業

さ

せ

な

が

ら

、

自

分

の

や

き

も

ち

が

処

理

で

き

な

い

ポ

ン

引

き

亭

主

の

お

か

し

さ

を

笑

う

『

お

直

し

』

等

々

、

こ

う

い

う

夫

婦

は

古

典

落

語

で

は

枚

挙

に

い

と

ま

が

無

い

。

こ

れ

ら

は

何

れ

も

、

内

容

も

無

い

の

に

格

好

ば

か

り

つ

け

る

男

共

に

対

し

て

、

現

実

世

界

で

た

く

ま

し

く

生

き

る

庶

民

の

女

の

身

過

ぎ

世

過

ぎ

の

有

能

さ

が

、

聞

く

人

々

の

共

感

を

喚

起

し

て

今

日

ま

で

語

り

伝

え

ら

れ

た

名

作

ば

か

り

で

あ

る

。

 

江

戸

落

語

に

、

こ

う

い

う

パ

タ

ー

ン

が

多

い

の

は

、

新

興

都

市

江

戸

に

、

諸

国

大

名

の

非

武

装

化

を

狙

っ

た

徳

川

政

権

が

、

参

勤

交

代

な

ど

で

大

量

の

単

身

赴

任

の

武

士

階

級

を

集

め

た

こ

と

の

た

め

に

、

実

に

男

女

比

の

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

で

不

自

然

な

世

界

一

の

大

都

市

が

で

き

た

こ

と

に

よ

る

。

同

様

に

、

庶

民

階

級

で

も

江

戸

に

出

て

一

旗

上

げ

る

に

つ

い

て

は

、

先

ず

は

周

辺

部

か

ら

男

共

が

先

に

出

て

く

る

た

め

、

武

士

同

様

極

端

な

ま

で

の

女

ひ

で

り

状

態

が

出

現

し

た

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

時

代

、

江

戸

は

世

界

で

も

屈

指

の

女

尊

男

卑

の

社

会

で

あ

っ

た

。

そ

の

負

の

結

果

と

し

て

、

１

７

世

紀

中

葉

ま

で

に

、

江

戸

は

世

界

一

の

売

春

都

市

と

も

な

っ

た

の

で

あ

る

。

 

江

戸

の

よ

う

に

男

女

比

の

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

に

よ

っ

て

女

性

の

価

値

が

高

ま

っ

た

と

い

う

の

で

は

な

い

が

、

こ

の

時

代

、

儒

教

文

化

の

武

士

階

級

を

の

ぞ

く

庶

民

世

界

で

も

女

性

の

地

位

は

決

し

て

低

く

は

な

か

っ

た

。

そ

れ

は

、

農

業

主

体

の

社

会

で

は

子

供

の

数

は

豊

か

さ

に

と

っ

て

必

須

の

条

件

で

あ

っ

て

、

母

性

は

富

の

シ

ン

ボ

ル

で

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

 

こ

う

い

う

、

女

尊

男

卑

思

想

が

一

変

す

る

の

は

、

近

代



化

を

導

入

す

る

こ

と

に

な

っ

た

明

治

に

な

っ

て

か

ら

で

あ

る

。

明

治

近

代

は

、

農

業

社

会

の

工

業

化

で

あ

り

、

原

料

や

製

品

の

輸

出

入

先

を

確

保

す

る

た

め

の

帝

国

主

義

、

植

民

地

主

義

の

跋

扈

す

る

「

暴

力

」

の

時

代

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

溶

鉱

炉

の

傍

ら

で

塩

を

舐

め

な

め

銑

鉄

を

製

造

す

る

製

鉄

工

場

の

仕

事

、

地

下

千

メ

ー

ト

ル

の

地

底

で

石

炭

を

掘

る

重

労

働

、

こ

れ

ら

は

男

の

体

力

の

限

界

で

あ

っ

て

、

女

の

よ

く

す

る

仕

事

で

は

な

い

。

ま

し

て

、

二

〇

三

高

地

で

命

を

散

ら

す

戦

争

は

、

こ

れ

も

ま

た

女

の

よ

く

す

る

役

割

で

は

な

い

。

こ

う

し

て

、

疾

風

怒

濤

の

近

代

は

、

男

が

支

配

し

、

女

は

そ

れ

に

従

う

「

男

性

中

心

」
時

代

と

相

成

っ

た

。

そ

れ

を

支

え

る

社

会

的

仕

組

み

、

風

俗

・

習

慣

・

社

会

組

織

、

中

で

も

学

校

教

育

は

「

男

女

七

才

に

し

て

席

を

同

じ

う

せ

ず

」

と

い

う

強

烈

な

差

別

を

つ

く

る

温

床

と

な

っ

た

。

 

し

か

し

、

脱

工

業

化

社

会

が

出

現

し

、

情

報

化

社

会

が

到

来

し

た

今

、

少

な

く

と

も

先

進

国

と

呼

ば

れ

る

国

や

地

域

で

は

、
「

男

女

共

同

参

画

社

会

」

が

叫

ば

れ

、

男

女

の

権

利

の

平

等

化

が

実

現

す

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た

。

筋

肉

が

主

力

の

社

会

か

ら

、

頭

脳

が

価

値

の

社

会

に

代

わ

っ

た

の

だ

か

ら

、

け

だ

し

当

然

な

の

で

あ

る

。

 

男

女

共

同

に

係

る

人

々

の

意

識

を

調

べ

る

の

に

、
「

夫

は

外

で

働

き

、

妻

は

家

庭

を

守

る

べ

き

だ

」

と

い

う

陳

述

は

、

身

近

な

問

い

か

け

な

の

で

よ

く

使

わ

れ

る

。

こ

の

考

え

に

同

感

し

な

い

人

は

、

全

国

で

は

４

８

．

３

％

と

半

数

に

及

ぶ

が

、

山

梨

県

で

は

２

２

．

７

％

と

全

国

値

の

半

分

以

下

で

あ

る

。

わ

け

て

も

男

性

で

は

、
全

国

値

４

１

．
９

％

に

対

し

て

、

１

８

．

４

％

。

同

様

に

女

性

で

も

、

全

国

で

５

３

．

５

％

に

対

し

て

、

本

県

で

は

２

５

．

６

％

と

、

こ

こ

で

も

半

分

。

こ

れ

を

要

す

る

に

、

山

梨

県

民

の

フ

ェ

ミ

ニ

ズ

ム

意

識

は

、

未

だ

前

近

代

の

カ

ラ

を

脱

却

で

き

た

と

は

言

い

難

い

の

で

あ

る

。

県

内

市

町

村

に

お

け

る

「

男

女

共

同

参

画

計

画

」

と

い

う

名

の

行

動

計

画

の

策

定

率

は

７

５

％

と

、

全

国

で

も

ト

ッ

プ

ク

ラ

ス

に

位

置

し

て

い

る

の

に

、

ど

う

し

て

だ

ろ

う

か

？

 

実

は

、

こ

の

種

の

運

動

を

推

進

す

る

と

き

、

本

県

で

陥

り

易

い

陥

穽

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

地

域

の

古

色

蒼

然

た

る

権

力

構

造

、

す

な

わ

ち

政

治

組

織

や

業

界

団

体

、

地

縁

血

縁

的

住

民

組

織

、
「

国

防

婦

人

会

」

の

後

身

の

よ

う

な

女

性

団

体

等

々

、
「

男

尊

女

卑

」

構

造

を

支

え

て

き

た

組

織

体

上

に

男

女

共

同

参

画

を

推

進

し

よ

う

と

し

て

い

な

い

か

と

い

う

こ

と

だ

。

古

い

酒

袋

に

新

し

い

酒

を

入

れ

て

み

て

も

、

酒

は

腐

る

だ

け

。

新

し

い

コ

ン

セ

プ

ト

は

、「

新

し

い

人

」

に

注

入

し

な

く

て

は

効

果

が

無

い

。

新

し

い

概

念

を

伴

う

運

動

で

は

、

運

動

以

前

に

運

動

主

体

そ

の

も

の

の

一

新

が

、

本

県

で

は

し

ば

し

ば

必

要

に

な

る

。

 


