
新
綿
や
新
酒
を
積
ん
だ
番
船

は
、
大
坂
か
ら
江
戸
へ
到
着
す

る
早
さ
を
競
っ
た
船
の
レ
ー
ス

で
あ
り
、
そ
の
年
の
相
場
に
も

関
わ
る
た
め
重
視
さ
れ
た
。
本

図
で
は
安あ

治じ

川
岸
の
切
手
場
に

切
手
（
参
加
証
）
を
受
取
り
に
来

た
船
頭
の
乗
る
上
荷
船
と
、
そ

れ
を
見
物
す
る
多
数
の
屋
形
船

や
住
吉
講
な
ど
群
衆
の
祭
騒
ぎ

の
様
子
を
描
い
た
。

番
船

［
ば
ん
せ
ん
］

11
月

霜
月 

し
も
つ
き

毎
年
正
月
10
日
、
今
宮
社
は

福
を
祈
っ
て
詣
で
る
人
々
で
に

ぎ
わ
っ
た
。
境
内
で
は
米
俵
や

白
銀
包
な
ど
の
縁
起
物
が
売
ら

れ
、
参
詣
客
は
そ
れ
を
買
っ
て

笹
の
枝
に
結
び
つ
け
持
ち
帰
る

の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
芸
者

衆
を
乗
せ
て
繰
り
出
す
パ
レ
ー

ド
「
宝ほ

恵え

駕か

籠ご

」
も
祭
礼
を
華

や
か
に
彩
っ
た
。

今
宮
十
日
恵
比
寿

［
い
ま
み
や
と
お
か
え
び
す
］

1
月

睦
月 

む
つ
き

（二代長谷川貞信「浪花行事十二月」「浪花風景十二月」より）

文と選／服部麻衣 島根県出身。京都市立芸術大学で美術鑑賞教育について研究。卒業後は美術の教員として実技や美術史の
授業を担当。2008年より「大阪くらしの今昔館」で、博物館における学びを推進する活動に取り組んでいる。（はっとり・まい）

歌
舞
伎
の
年
中
行
事
。
年
一

度
の
役
者
の
交
代
の
あ
と
、
新

規
の
顔
ぶ
れ
で
行
う
最
初
の
興

行
の
こ
と
。
大
坂
で
は
12
月
に

行
わ
れ
た
。
手
打
連
中
と
い
う
、

今
で
い
う
役
者
の
フ
ァ
ン
ク
ラ

ブ
が
あ
り
、
進
物
を
送
り
、
揃

い
の
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
手
を

打
っ
て
祝
っ
た
。
連
中
は
資
産

家
の
粋す

い

人じ
ん

た
ち
で
、
町
人
が
芝

居
文
化
を
支
え
て
い
た
。

顔
見
世
芝
居

［
か
お
み
せ
し
ば
い
］

12
月

春
待
月 

は
る
ま
ち
づ
き

文
化
初
年
の
こ
ろ
、
高こ

う

津づ

神

社
の
東
側
、
今
の
城
南
寺
町
の

あ
た
り
に
江
戸
の
亀
戸
梅
屋
敷

を
模
し
て
梅
林
を
植
え
、
梅
屋

敷
が
開
か
れ
た
。
如
月
の
梅
の

盛
り
の
頃
は
多
く
の
人
た
ち
が

繰
り
出
し
、
連
歌
・
俳
諧
・
狂

歌
、
演
奏
や
踊
り
も
楽
し
ん
だ

と
い
う
。
の
ち
に
、
菊
の
頃
に

も
花
壇
を
設
け
て
春
秋
と
も
に

賑
わ
っ
た
。

早
春
の
梅
屋
敷

［
そ
う
し
ゅ
ん
の
う
め
や
し
き
］

2
月

如
月 

き
さ
ら
ぎ

「大阪くらしの今昔館」が所蔵する、大坂生まれの浮世絵師・二代長谷川貞信（1848〜1940）が描いた
月ごとの大坂の行事と風景の画帖から、とくに見ごたえのある場面を紹介します。

浪花の十二ヶ月


