
　　

関
西
に
春
を
つ
げ
る
東
大
寺
二

月
堂
の
お
水
取
り
行
事
は
、
２
月
20

日
の
別べ

つ
か火
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
正

し
く
は
修し

ゅ

に

え

二
会
と
呼
ば
れ
、
旧
暦

の
２
月
に
行
わ
れ
る
法ほ

う
え会
の
こ
と

を
指
し
ま
す
（
ち
な
み
に
旧
暦
一

月
に
行
わ
れ
る
法
会
は
修し

ゅ
し
ょ
う
え

正
会
と

い
い
ま
す
）。

　

修
二
会
は
、
練れ

ん
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う

行
衆
と
呼
ば
れ

る
11
人
の
僧
侶
が
中
心
と
な
っ
て

二
月
堂
に
こ
も
り
、
本
尊
の
十
一

面
観
音
に
悔け

か過
（
罪
の
懺ざ

ん
げ悔
告
白
）

を
し
、
世
の
中
の
平
和
と
安
泰
、

人
々
の
幸
福
を
祈
る
も
の
で
、
今

年
で
１
２
６
２
回
を
数
え
る
途
切

れ
た
こ
と
の
な
い
「
不
退
の
行
法
」

で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
二
月

堂
の
舞
台
か
ら
火
の
粉
を
散
ら
す

「
籠か

ご
た
い
ま
つ

松
明
の
上
堂
」
は
本
業
に
あ
た

る
３
月
１
日
か
ら
３
月
14
日
ま
で

の
２
週
間
に
わ
た
り
毎
夜
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
修
二
会
の
達だ

っ
た
ん陀

行
法
に
使

わ
れ
る
松た

い
ま
つ
ぎ

明
木
を
鎌
倉
時
代
か
ら

７
６
０
年
に
わ
た
り
寄
進
し
て
い
る

「
伊
賀
一
ノ
井
松
明
講
」
は
、
市
の

無
形
民
俗
文
化
財
で
も
あ
り
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

も
う
一
つ
修
二
会
を
支

え
る
圓え

ん
げ
ん
こ
う
し
ゃ

玄
講
社
が
市
内

に
あ
る
こ
と
を
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
が
「
東
香
水

講
」
と
呼
ば
れ
る
講
社

で
す
。
講
員
は
山
添

村
、
伊
賀
市
、
名
張
市

に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。
東

香
水
講
は
、
３
月
13
日
の
午

前
１
時
半
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ

る
「
お
水
取
り
」
の
行
法
で
、

二
月
堂
前
の
「
閼あ

か

い

や

伽
井
屋
」

（「
若わ

か

さ

い

狭
井
」
を
覆
う
建
物
）

に
赴
き
、
若
狭
の
水
（
香こ

う
ず
い水
）

を
汲
み
、
本
尊
に
お
供
え
を

す
る
練
行
衆
の
先せ

ん
だ
ち達
（
案
内
）

を
「
河か

わ
ち
え
い
き
ゅ
う
し
ゃ

内
永
久
社
」
と
い
う

別
の
講
社
と
共
に
勤
め
て
い

ま
す
。

　

お
水
取
り
の
行
列
は
、
春

日
大
社
の
雅
楽
の
演
奏
に
よ

り
、「
咒し

ゅ
し
た
い
ま
つ

師
松
明
」（
重
さ
約
80
㎏
）

を
先
頭
に
練
行
衆
が
続
き
ま
す
。

そ
の
後
に
、
東
大
寺
境
内
に
あ
る

手た
む
け
や
ま
は
ち
ま
ん
ぐ
う

向
山
八
幡
宮
の
御ご

へ
い幣

を
も
っ
た

東
香
水
講
（
あ
る
い
は
河
内
永
久

社
）
の
講
員
が
、
香こ

う
ず
い
お
け

水
桶
を
担
ぐ

「
庄し

ょ
う
の
く
し

駈
士
」
を
先
導
す
る
と
い
う
神

仏
習
合
の
行
法
で
す
。
特
に
閼
伽
井

屋
の
前
で
は
、
松
明
や
照
明
な
ど
す

べ
て
の
明
か
り
が
消
さ
れ
、
暗
闇

の
中
で
唯
一
掲
げ
ら
れ
た
東
香
水

講
の
提
灯
の
み
が
照
ら
さ
れ
、
粛
々

と
執
り
行
わ
れ
る
と
て
も
神
秘
的

な
行
法
で
す
。
毎
年
、
深
夜
に
も

か
か
わ
ら
ず
多
く
の
見
学
者
が
こ

の
行
法
を
静
か
に
見
守
り
ま
す
。

　

講
社
の
役
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
５
人

（
現
在
は
６
人
ず
つ
）
が
西
暦
の
奇

数
年
は
東
香
水
講
が
御
幣
を
持
ち
、

列
の
右
側
で
手
松
明
を
持
ち
警
護

に
あ
た
り
、
河
内
永
久
社
は
ス
ワ
エ

と
呼
ば
れ
る
柳
の
杖
を
持
ち
左
側

を
受
け
持
ち
ま
す
。
両
講
社
は
年

毎
に
役
割
を
入
れ
替
え
て
い
ま
す
。

特
筆
す
べ
き
は
、
数
多
く
の
講
社

が
あ
る
中
で
、
こ
の
２
つ
の
講
社

の
10
人
（
現
在
は
12
人
）
だ
け
が

厳
粛
な
香
水
汲
み
上
げ
に
直
接
携

わ
れ
る
講
社
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
市
内
に
は
東
香
水
講
に
関

す
る
記
録
と
し
て
、
蔵
持
町
里
の
シ

ャ
ッ
ク
リ
川
近
く
に
明
治
二
十
四

年（
一
八
九
一
）に
建
立
さ
れ
た「
二

月
堂
御
供
田
記
念
碑
」
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
碑
文
に
は
、
蔵
持
地

域
の
人
た
ち
が
お
水
取
り
の
た
め

に
浄
財
を
寄
進
し
た
こ
と
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

名
張
の
一
部
が
東
大
寺
の
荘
園

と
な
っ
て
今
年
で
１
２
５
８
年
。
今

も
東
大
寺
と
の
お
付
き
合
い
が
続

い
て
い
る
の
で
す
。
少
し
悠
久
の

歴
史
を
感
じ
な
が
ら
「
お
水
取
り
」

と
い
う
行
事
を
観
て
い
た
だ
け
た

ら
、
よ
り
東
大
寺
が
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

―
―
市
史
編
さ
ん
担
当
よ
り

お
水
取
り
行
事
を
支
え
る
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香
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の
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３月 13日午前 1時半ごろから行われる「お水取り」の行法で、
練行衆（僧侶）を先達（案内）する東香水講の講員

第
２
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な
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