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「
誰
も
が
羨
む
江
戸
の
シ
ン
デ
レ
ラ
」

増

山

雄

三

今

で

も

、

「

玉

の

輿

に

乗

る

」

と

い

う

言

葉

を

よ

く

耳

に

す

る

が

、

そ

れ

は

、

女

性

が

金

持

ち

の

男

性

と

結

婚

し

、

自

分

も

裕

福

な

立

場

に

な

る

こ

と

を

い

い

、

男

性

が

金

持

ち

の

女

性

と

結

婚

す

る

場

合

は

、

「

逆

玉

」

な

ど

と

呼

ば

れ

る

も

の

の

、

本

来

の

意

味

か

ら

す

れ

ば

、

間

違

っ

た

使

い

方

で

あ

る

。

辞

典

な

ど

に

は

、

「

玉

」

と

は

立

派

で

美

し

い

宝

石

と

あ

り

、

ま

た

、

「

輿

」

は

屋

形

に

身

分

の

高

い

人

を

乗

せ

、

そ

れ

を

担

い

で

運

ぶ

乗

物

だ

と

し

て

い

て

、

「

玉

の

輿

に

乗

る

」

と

は

、

貴

人

の

立

派

な

輿

に

乗

る

と

い

う

の

が

、

元

々

の

意

味

と

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

と

共

に

記

載

が

あ

っ

た

、

「

女

は

氏

な

く

て

玉

の

輿

に

乗

る

」

と

い

う

言

葉

は

、

女

性

が

低

い

身

分

に

生

ま

れ

て

も

、

容

姿

が

美

し

さ

え

あ

れ

ば

、

富

や

地

位

の

あ

る

者

に

愛

さ

れ

、

高

位

に

の

ぼ

る

こ

と

が

で

き

る

、

と

も

書

か

れ

て

い

る

。
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た

だ

、

現

在

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

と

は

違

っ

て

い

て

、

愛

さ

れ

結

婚

す

る

の

は

同

じ

だ

が

、

昔

は

身

分

が

高

い

人

で

今

は

金

持

ち

が

対

象

だ

が

、

玉

の

輿

に

乗

る

目

的

は

、

昔

は

出

世

で

今

は

自

分

も

裕

福

な

立

場

に

な

る

の

だ

、

と

い

え

る

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

に

し

て

も

、

こ

の

言

葉

が

な

ぜ

今

に

残

る

の

か

と

思

っ

て

、

色

々

調

べ

て

み

る

と

、

実

は

、

京

都

市

北

区

に

あ

る

「

今

宮

神

社

」

の

別

名

が

、

「

玉

の

輿

神

社

」

と

い

い

、

良

縁

開

運

を

願

う

、

多

く

の

女

性

が

訪

ね

る

と

い

う

事

が

分

っ

た

。

そ

こ

で

、

楼

門

を

く

ぐ

り

ぬ

け

、

木

立

に

囲

ま

れ

た

今

宮

神

社

を

訪

れ

境

内

を

進

ん

で

い

く

と

、

や

が

て

石

造

り

の

レ

リ

ー

フ

が

あ

り

、

そ

こ

に

、

銅

板

に

描

か

れ

た

「

桂

昌

院

（

お

玉

の

方

）
」

の

顔

が

は

め

込

ま

れ

て

い

て

、

そ

の

下

に

は

、

神

社

と

桂

昌

院

の

縁

を

記

す

説

明

文

が

あ

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

こ

の

桂

昌

院

は

江

戸

前

期

の

寛

永

年

間

、

こ

の

神

社

の

氏

子

地

域

で

あ

る

西

陣

に

あ

っ

た

、

八

百

屋

の

次

女

と

し

て

生

ま

れ

名

は

「

玉

」

と

い

い

、

そ

の

後

、

大

店

の

養

女

と

な

り

、

仕

え

た
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関

白

家

の

鷹

司

孝

子

が

、

時

の

将

軍

家

光

に

嫁

入

り

す

る

の

に

伴

は

れ

、

江

戸

城

の

大

奥

へ

入

っ

た

。

そ

し

て

、

家

光

の

側

室

と

な

り

「

綱

吉

」

を

出

産

し

、

将

軍

の

生

母

と

し

て

「

お

玉

の

方

」

と

呼

ば

れ

て

華

や

ぎ

の

時

を

過

ご

し

た

が

、

と

り

わ

け

、

故

郷

の

西

陣

で

荒

廃

し

て

い

た

今

宮

神

社

の

再

興

に

尽

し

て

、

「

一

介

の

市

井

人

か

ら

身

を

起

こ

し

な

が

ら

、

『

玉

の

輿

』

を

上

り

詰

め

た

、

類

い

ま

れ

な

女

性

と

し

て

、

そ

の

生

涯

を

偲

び

慕

う

人

も

少

な

く

な

い

」

と

、

説

明

文

は

結

ん

で

い

る

。

八

百

屋

の

娘

か

ら

、

女

性

の

頂

点

を

極

め

た

「

お

玉

さ

ん

」

だ

が

、

名

前

が

輿

を

飾

っ

た

宝

石

と

同

じ

だ

し

、

出

世

の

経

緯

も

ま

さ

に

ぴ

っ

た

り

で

、

江

戸

時

代

の

人

達

が

、

「

玉

の

輿

に

乗

る

」

と

う

の

は

、

「

お

玉

さ

ん

の

出

世

」

と

捉

え

た

と

し

て

も

、

不

思

議

で

は

な

い

だ

ろ

う

し

、

そ

れ

に

、

お

玉

さ

ん

の

物

語

が

、

こ

の

言

葉

を

広

め

た

と

い

う

、

側

面

も

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

る

。

そ

の

「

玉

の

輿

」

は

、

明

治

時

代

に

改

め

て

脚

光

を

浴

び

る

が

、

そ

れ

は

、

京

都

祇

園

で

芸

妓

を

し

て
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い

た

「

お

雪

さ

ん

」

が

、

明

治

三

十

七

年

（

一

九

○

四

年

）
、

米

国

大

富

豪

の

モ

ル

ガ

ン

氏

が

、

多

額

の

落

籍

料

を

払

い

結

婚

し

話

題

に

な

り

、

結

婚

し

た

日

は

「

お

玉

の

輿

の

日

」

と

な

っ

た

が

、

令

和

の

時

代

に

、

そ

ん

な

女

性

は

果

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

令

和

二

年

十

月


